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１ ． は じ め に  
多 様 な 他 者 と の 協 働 、理 解 が ま す ま す 求 め ら れ る こ れ か ら の 社 会

に お い て 、⾃ 分 で 思 考 し 、そ し て ⾃ 分 で 考 え た こ と や 感 じ た こ と を
⾃ 分 の ⾔ 葉 で 表 現 で き る ⼒ を 持 つ こ と が 、よ り ⼀ 層 重 要 に な る 。学
⽣ の「 思 考 」そ し て「 ⾔ 語 化 す る 」⼒ を い か に 育 ん で い け る か 。そ
れ が ⼤ 学 の 教 養 教 育 に 課 さ れ た ⼤ き な 役 割 で あ る 。  

⼤ 学 の ユ ニ バ ー サ ル 化 に よ り 、初 年 次 教 育 の ⼀ 環 と し て 、ア カ デ
ミ ッ ク・ス キ ル や ⽇ 本 語 で の ⽂ 章 表 現 を 扱 う 科 ⽬ を 設 置 す る ⼤ 学 が
増 え て い る 。神 ⽥ 外 語 ⼤ 学 外 国 語 学 部 に お い て も 、⼤ 学 で 学 び 、研
究 し て い く た め の 基 礎 を ⾝ に つ け る こ と を ⽬ 的 と し た 「 基 礎 演 習 」
が 1 年 次 の 必 修 科 ⽬ と し て 設 置 さ れ て い る 。「 基 礎 演 習 」 で は 、 ⾃
ら 問 い を ⽴ て 、調 べ 、他 者 の 意 ⾒ も 踏 ま え な が ら 、⾃ 分 の 考 え を 説
得 的 に 伝 え て い く ⼒ を つ け る た め 、テ ー マ の 探 し ⽅ 、⽂ 献・情 報 の
検 索 の 仕 ⽅ 、テ キ ス ト の 読 み ⽅ 、デ ー タ の 処 理 法 、プ レ ゼ ン テ ー シ
ョ ン の ⽅ 法 、レ ポ ー ト・論 ⽂ 作 成 の ⽅ 法 な ど の 基 礎 を 実 践 的 に 学 ぶ
（ シ ラ バ ス よ り ）。 複 数 の 教 員 が 担 当 し て い る た め 、 そ れ ぞ れ の 専
⾨ や 経 験 を 活 か し な が ら 、こ の 共 通 シ ラ バ ス の 下 、そ れ ぞ れ の ⽅ 法
で 授 業 を 展 開 し て い る 。  
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考 え 、⾃ 分 を 振 り 返 り 、⾔ 語 化 す る ⼒ は 実 践 す る 中 で 徐 々 に 育 ま
れ る も の で あ り 、そ の た め に は 多 く の「 仕 掛 け 」と 積 み 重 ね が 必 要
で あ る 。 筆 者 は 2019 年 度 か ら 「 基 礎 演 習 」 を 担 当 し 、 書 く こ と を
通 し て 、学 ⽣ の 思 考 ⼒ を 深 め 、⾃ 分 で 発 ⾒ す る 楽 し さ を 感 じ て も ら
え る よ う な 教 育 実 践 の 試 ⾏ 錯 誤 を 重 ね て き た 。新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス
の 影 響 を 受 け 、2020 年 度 は 完 全 オ ン ラ イ ン 化 、2021 年 度 前 期 は 対
⾯ と オ ン ラ イ ン を 併 ⽤ し て 実 施 さ れ る こ と と な り 、筆 者 が 担 当 す る
ク ラ ス で も 学 習 管 理 シ ス テ ム （ 以 下 、 LMS） の ⼀ つ で あ る Google
ク ラ ス ル ー ム を 使 ⽤ し な が ら 、新 た な 授 業 の 形 を 模 索 し て き た 。結
果 と し て 、学 ⽣ の 思 考 の 深 ま り や ⾔ 語 化 す る ⼒ が 授 業 を 通 し て ⼤ き
く 向 上 し て い る と い う 感 触 が 得 ら れ 、 学 ⽣ の 「 振 り 返 り 」 か ら は 、
学 ⽣ ⾃ ⾝ も 成 ⻑ を 実 感 し て い る こ と が わ か っ た 。授 業 の 中 の「 仕 掛
け 」 が 、 LMS や オ ン デ マ ン ド 授 業 を 活 ⽤ す る こ と で さ ら に 有 効 に
働 き 、対 ⾯ 授 業 と も 組 み 合 わ せ る こ と で 、こ れ ま で の 授 業 形 態 で は
得 ら れ な か っ た 学 習 効 果 が あ げ ら れ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 

そ こ で 本 稿 で は 、 筆 者 の 2021 年 度 前 期 の 教 育 実 践 を 振 り 返 り 、
LMS や オ ン デ マ ン ド ・ 対 ⾯ 授 業 を 併 ⽤ し た 「 基 礎 演 習 」 の 受 講 を
通 し て 、学 ⽣ の 思 考 や ⾔ 語 化 す る ⼒ 、学 び に 対 す る 姿 勢 が ど の よ う
に 涵 養 さ れ た の か を 明 ら か に す る 。授 業 設 計 の 意 図 と 履 修 者 ⾃ ⾝ の
語 り と い う ２ つ を 詳 細 に ⾒ る こ と で 、授 業 内 で ど の よ う な「 仕 掛 け 」
が な さ れ 、そ こ で の 経 験 が 履 修 者 の 思 考 ⼒ や ⾔ 語 化 す る ⼒ に ど の よ
う な 影 響 を 与 え て い た の か を 探 り 、今 後 の 新 た な 授 業 や 学 習 の 形 を
考 え る ⼿ が か り と し た い 。  

ま ず 2 章 で 本 実 践 の 設 計 意 図 を 説 明 す る 。 そ し て 3 章 で は 履 修
学 ⽣ の「 振 り 返 り 」か ら 、本 実 践 を 通 し て ⾝ に つ け た 思 考 や ⾔ 語 化
す る ⼒ を 含 め 、学 び に 対 す る 姿 勢 が ど の よ う な も の で あ っ た か を 分
析 す る 。4 章 で 、そ う し た 学 び に 、LMS や 対 ⾯ と オ ン デ マ ン ド 授 業
の 併 ⽤ が ど の よ う に 作 ⽤ し て い た の か を 考 察 す る 。  
 
２ ． 授 業 設 計  
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２ ． １  本 実 践 の ３ つ の 柱  
 レ ポ ー ト 作 成 を 通 し て 、思 考 を 深 め 、そ れ を ⾃ 分 の ⾔ 葉 で 表 現 で
き る ⼒ を つ け る 。そ れ が 本 実 践 の ⽬ 的 で あ る 。こ れ は 井 下（ 2008）
の ⼤ 学 に お け る「 ⽂ 章 表 現 教 育 」の ね ら い と す る「 書 く と い う ⾏ 為
を 通 し て 、⾃ 分 は 何 に 関 ⼼ が あ る の か を 考 え 、⾃ 分 が 明 ら か に し た
い こ と あ る い は 明 ら か に し た こ と は 何 か と か 、⾃ 分 が 伝 え た い こ と
や 主 張 し た い こ と は 何 か な ど 、『 知 識 を ⾃ 分 に 引 き 寄 せ て 意 味 づ け
し 直 し 、学 ん だ こ と 学 ん で い る こ と を ⾃ 分 の こ と ば で い か に 表 現 で
き る か 』」（ p.4） と い う こ と に 通 じ る 。  
 そ の た め に 、 本 実 践 で は 「 経 験 を 通 し て ⾃ 分 で 学 び 掴 む 」「 他 者
と の 協 働 」「 ⾃ 分 を 振 り 返 り 、⾔ 語 化 す る 」の ３ つ を 重 視 し て い る 。
レ ポ ー ト 作 成 に は 基 本 知 識 の 習 得 も 必 要 で あ る 。知 識 が あ る こ と で
レ ポ ー ト は 書 き や す く な り 、知 識 は 、書 き 終 わ っ た 後 に ⾃ 分 で ⽂ 章
を モ ニ タ ー す る 際 の 観 点 に も な る 。た だ 、知 る こ と と で き る こ と は
違 う 。書 く ⼒ を つ け る た め に は 、⾃ 分 で 経 験 し て 、掴 む こ と が 必 要
不 可 ⽋ で あ る 。さ ら に 、他 者 と の 関 わ り 合 い の 中 で 多 様 な ⾒ ⽅ や 考
え ⽅ を 知 り 、⾃ 分 を 知 り 、考 え を 深 め て い く 。そ う し て 獲 得 し た こ
と を ⾃ 分 で 振 り 返 り 、⾔ 葉 に し て ま と め て お く こ と で 確 か な 学 び と
し て 残 る 。  

こ う し た 考 え の 下 、具 体 的 な 活 動 ⽅ 法 は イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン デ ザ
イ ン の 基 盤 と な る ５ つ の「 学 習 の 法 則 」（ 中 村 ・ パ イ ク 2018）な ど
芝 浦 ⼯ 業 ⼤ 学 教 育 イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 セ ン タ ー 主 催 、中 村 ⽂ ⼦ 講 師
に よ る「 学 ⽣ 主 体 の 授 業 運 営 ⼿ 法  WS」で 学 ん だ こ と を 参 考 に 授 業
設 計 し た 。  
 
２ ． ２  授 業 の 内 容 と 到 達 ⽬ 標  
 筆 者 が 担 当 す る「 基 礎 演 習 」の 授 業 内 容 と 到 達 ⽬ 標 は 以 下 の 通 り
定 め て い る 1。  

                                                       
1  ク ラ ス 案 内 の 資 料 に ま と め 、 初 回 の 授 業 で 学 ⽣ に 説 明 し た 。  
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【 授 業 内 容 】  

・ ク ラ ス メ ー ト と 意 ⾒ 交 換 を ⾏ い な が ら 、 ⾃ 分 が 興 味 ・ 関 ⼼ の あ る 社 会

問 題 に つ い て 深 く 考 え 、 必 要 な 情 報 を 収 集 し 、 論 理 的 に ま と め て 発 表

す る 。        → 考 え る こ と を 学 ぶ  

・ ア カ デ ミ ッ ク ・ ラ イ テ ィ ン グ の ス キ ル や 表 現 を 学 び 、 レ ポ ー ト 作 成 の

プ ロ セ ス を 経 験 し な が ら 、 レ ポ ー ト を 完 成 さ せ る 。  

→ 書 き ⽅ 、 書 く こ と を 学 ぶ  

・ ペ ア や グ ル ー プ で 相 互 に コ メ ン ト し 、 レ ポ ー ト を 推 敲 す る 。   

           → ⽂ 章 を き ち ん と 読 ん で 理 解 す る こ と 、 ⽂ 章 を

良 く す る こ と を 学 ぶ  
 
【 到 達 ⽬ 標 】  

・ ⼤ 学 ⽣ に 必 要 な 「 調 べ る ⼒ 」「 考 え る ⼒ 」「 他 者 に 伝 わ る よ う に 伝 え る

⼒ 」 を つ け る  
  「 答 え を 検 索 し て 調 べ る 」 と い う 意 味 で は あ り ま せ ん 。 ま だ 答 え の 出

て い な い 問 い に 対 し て 、 情 報 を 収 集 し 、 そ れ を 分 析 し 、 ⾃ 分 な り の 答

え を 出 し 、 そ れ を 他 者 に 伝 わ る よ う に 表 現 す る ⼒ を つ け ま す 。  
・ 他 者 と の や り と り を 通 じ 、「 協 働 的 に 学 び 合 う 姿 勢 」と「 ⾃ 分 で ⽂ 章 を

良 く し て い く ⼒ 」 を ⾝ に つ け る  
  ⼀ ⼈ で の 学 び に は 限 界 が あ り ま す 。 理 解 し た こ と を 他 者 に 伝 え て み た

り 、 他 者 の 意 ⾒ を 聞 い た り す る こ と に よ っ て 、 よ り 深 く 物 事 を 理 解 す

る こ と が で き ま す 。 ま た 、 ど う 書 け ば よ り 伝 わ る の か 、 お 互 い に 読 み

合 い 検 討 す る 練 習 を 重 ね る こ と で 、 ⾃ 分 で ⾃ 分 の ⽂ 章 を 客 観 的 に 読 み

直 し 推 敲 す る ⼒ を つ け ま す 。  
・ ⼈ と 話 し 、 書 く こ と を 通 し て ⾃ 分 を 振 り 返 り 、 発 ⾒ す る 楽 し さ を 経 験

す る  
  「 私 は な ぜ そ う 感 じ た の か 、な ぜ こ う 思 う の か 」を 深 め 、「 本 当 に ⾔ い

た か っ た こ と 」 を 発 ⾒ し ま す 。  
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こ れ ら を 踏 ま え 、全 15 回 の 授 業 を 構 成 し た（ 表 1）。基 本 と な る
内 容 は 『 ⼤ 学 ⽣ の た め の 表 現 ⼒ ト レ ー ニ ン グ あ し か  ア イ デ ア を も
っ て 社 会 に つ い て 考 え る（ レ ポ ー ト ・論 ⽂ 編 ）』（ 宇 野 聖 ⼦ ・ 藤 浦 五
⽉ 著 ）を 参 考 に 、そ の 他 の 内 容 を 取 り ⼊ れ な が ら 構 成 し て い る 。読
み ⼿ に 伝 わ る レ ポ ー ト の 作 成 に は 、「 内 容 」、「 ⽂ 章 の 構 成 」 お よ び
「 表 現 ・ 形 式 」 の 3 点 を 意 識 す る こ と が 重 要 で あ る と い う 考 え か
ら 、 こ の ３ 点 を 15 回 の 中 で 学 べ る よ う に 配 置 し た 。  

「 基 礎 演 習 」は 原 則 、対 ⾯ で 実 施 、授 業 内 容 に 応 じ て 数 回 オ ン ラ
イ ン 授 業 を 実 施 す る と い う ⼤ 学 の ⽅ 針 に 則 り 、下 表 の ★ マ ー ク が つ
い て い る 3 回 を オ ン デ マ ン ド 形 式 で ⾏ っ た 。 こ の 3 回 は 主 に ⽂ 章
を 読 み 、書 く 、ま た デ ー タ ベ ー ス 検 索 の ⽅ 法 を 学 び 実 践 す る と い う 、
各 ⾃ の ペ ー ス で 取 り 組 め る 内 容 で あ り 、オ ン デ マ ン ド 形 式 で も ⼗ 分
学 習 効 果 が 期 待 で き る と 考 え た 2。授 業 ⽇ に Google ク ラ ス ル ー ム 上
に 当 該 内 容 の 説 明 動 画 と 課 題 を 配 信 し 、期 限 ま で に 課 題 に 取 り 組 み
提 出 し て も ら っ た 。  

 
表 1 授 業 ス ケ ジ ュ ー ル （ 全 15 回 ）  

 授 業 内 容   課 題  

第 1 回  

 

授 業 ガ イ ダ ン ス  

ワ ー ク ： 学 び の 秘 訣 を シ ェ ア し よ う  

今 ⽇ の ワ ー ク を 基 に ミ

ニ レ ポ ー ト 作 成  

第 2 回  

 ★  

読 解 ・ 要 約 の 基 礎 を ⾝ に つ け る  
読 解 ・ 要 約 の ポ イ ン ト を 学 び 、 短 い ⽂
章 か ら ⻑ め の ⽂ 章 を 要 約 す る 練 習  

『 基 礎 演 習 ガ イ ド ブ ッ

ク 』 1 章 の 要 約  

第 3 回  

 ★  

レ ポ ー ト と は 何 か  
⾃ 分 の テ ー マ を ⾒ つ け る ①  
良 い ⽂ 章 ・ 悪 い ⽂ 章 を ⽐ 較 し 、 レ ポ ー
ト に 必 要 な ポ イ ン ト を 整 理 す る  
レ ポ ー ト 作 成 の プ ロ セ ス を 概 観 す る  

テ ー マ 探 し の 準 備 「 ⾃ 分

を ⽀ え た ⾔ 葉 ・ 印 象 的 だ

っ た ⾔ 葉 」を 200 字 程 度

に ま と め る  

                                                       
2  オ ン デ マ ン ド で 実 施 し た 第 2 回 、 第 5 回 の 内 容 は 、 2020 年 度 「 基 礎 演
習 」 オ ン ラ イ ン ⽤ の 共 通 教 材 と し て 作 成 さ れ た も の を ベ ー ス に し て い る 。  
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第 4 回  

 

⾃ 分 の テ ー マ を ⾒ つ け る ②  
興 味 ・ 関 ⼼ の ⾒ つ け ⽅ を 学 び 、 そ の 中
の ⼀ つ で あ る マ イ ン ド マ ッ プ を 試 す  

マ イ ン ド マ ッ プ を 完 成

さ せ る  

第 5 回  

 ★  

資 料 の 収 集  ⽂ 献 検 索 の ⽅ 法 を 学 ぶ  
図 書 館 作 成 の 動 画 を ⾒ な が ら 、 デ ー タ
ベ ー ス 検 索 を 実 践 す る  

⽂ 献 検 索  

第 6 回  

 

問 い を ⽴ て る  
５ W1H の 考 え ⽅ を ⽤ い な が ら 、１ つ の
テ ー マ か ら 多 ⾓ 的 に 問 い を 考 え る 練 習  

資 料 を 集 め な が ら 、 問 い

を 10 個 考 え る  

第 7 回  

 

レ ポ ー ト の 構 造 を 理 解 す る  
ア ウ ト ラ イ ン を 考 え る  
⾒ 本 の レ ポ ー ト を 精 読 し 、 構 造 を 知 る  
⾃ 分 の テ ー マ で ア ウ ト ラ イ ン を 作 成  

集 め た 資 料 と 考 え を 整

理 し 、 ア ウ ト ラ イ ン に ま

と め る  

第 8 回  

 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 準 備 ①  
ア ウ ト ラ イ ン の ピ ア レ ビ ュ ー  
そ れ を 基 に プ レ ゼ ン の ス ラ イ ド を 作 成  

ア ウ ト ラ イ ン の 修 正  

プ レ ゼ ン ス ラ イ ド 作 成  

第 9 回  

 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 準 備 ②  
ス ラ イ ド 作 成 の 続 き  
教 員 と 個 別 に 相 談 で き る 時 間 を 設 け る  

プ レ ゼ ン を 6 分 の 動 画 に

ま と め る  

第 10 回  

 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ＜ レ ポ ー ト の 構 想
発 表 ＞  
グ ル ー プ に 分 か れ 、 メ ン バ ー の 動 画 を
視 聴 し な が ら コ メ ン ト を Google フ ォ
ー ム に 記 ⼊ 。 そ の 後 、 お 互 い に ⼝ 頭 で
も コ メ ン ト や 質 問 を 伝 え 合 う  

プ レ ゼ ン に つ い て ⾃ 分

の 振 り 返 り  

第 11 回  

 

引 ⽤ の し か た ・ 参 考 ⽂ 献 リ ス ト の 書 き
⽅ を 学 ぶ  
引 ⽤ と 参 考 ⽂ 献 の ⽅ 法 と 意 味 を 理 解
し 、 実 際 に ワ ー ク で ⼀ つ ⼀ つ 練 習 す る  

序 論 （ 300 字 程 度 ） と  

章 ⽴ て  

第 12 回  

 

レ ポ ー ト で 使 う 表 現 を 学 ぶ  
話 し ⾔ 葉 と 書 き ⾔ 葉  
表 現 の 違 い や 意 味 の 変 化 を 学 ぶ  

レ ポ ー ト 第 1 稿  

（ 1500 字 以 上 ）  

第 13 回  

 

パ ラ グ ラ フ ・ ラ イ テ ィ ン グ を 学 ぶ  
第 1 稿 を ⾃ 分 で 読 み 直 し て み よ う  
パ ラ グ ラ フ ・ ラ イ テ ィ ン グ の 説 明 、 ワ
ー ク で 練 習 。 そ の 後 ⾃ 分 の レ ポ ー ト を
読 み 直 し 、 問 題 点 を 発 ⾒ 、 修 正 す る  

レ ポ ー ト 第 2 稿  

（ 2400 字 ）  

第 14 回  

レ ポ ー ト を お 互 い に 読 み 合 い 、 コ メ ン
ト す る  
第 2 稿 を 3 ⼈ グ ル ー プ で ピ ア レ ビ ュ ー  
修 正 点 を ⼀ 緒 に 検 討 す る  

レ ポ ー ト 最 終 稿  

（ 2400 字 以 上 ）  

第 15 回  最 終 稿 を 読 み 合 う ・ 今 学 期 の 振 り 返 り  
最 終 稿 を グ ル ー プ で 読 み 合 う  
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今 学 期 学 ん だ こ と を 振 り 返 り 、 グ ル ー
プ で シ ェ ア → 個 ⼈ で 記 録  

 

 「 基 礎 演 習 」 の 共 通 課 題 と し て 、 2400 字 以 上 の 期 末 レ ポ ー ト が
課 さ れ て い る 。筆 者 の ク ラ ス で は 、学 ⽣ が ⾃ 分 の 問 題 意 識 が ど こ に
あ る の か を 探 す と こ ろ か ら 始 め 、社 会 問 題 に 関 す る テ ー マ を ⾃ 由 に
選 び 、1 学 期 を 通 し て レ ポ ー ト 作 成 の プ ロ セ ス を ⼀ つ ⼀ つ 経 験 し な
が ら 、⾃ ⾝ の テ ー マ と 向 き 合 っ て も ら っ た 。テ ー マ 設 定 に 苦 労 す る
学 ⽣ 、答 え が 出 せ ず に 迷 う 学 ⽣ は 少 な く な い 。し か し ⻑ 期 間 ⾃ 分 の
テ ー マ に 向 き 合 い 続 け 、様 々 な 資 料 を 調 べ た り 他 者 に 意 ⾒ を 聞 い た
り す る 中 で 、物 の ⾒ ⽅ は 多 様 で あ る こ と 、簡 単 に 答 え な ど 出 せ な い
こ と 、そ こ で ⾃ 分 は ど う 感 じ て 、そ れ で も ど う 答 え を 出 す の か 、と
い う こ と が 経 験 で き る 。ま た 、毎 回 の 授 業 で 学 ぶ 内 容 が 、⾃ ⾝ の レ
ポ ー ト に つ い て 考 え 、書 い て い く 作 業 と 連 動 し て い る た め 、レ ポ ー
ト 作 成 に 必 要 な 知 識 や ス キ ル を 実 地 的 に ⽣ か し て い く こ と が で き
る 。 学 期 後 半 （ 12 回 以 降 ） で は 、 ⾃ 分 で 書 い た レ ポ ー ト を 素 材 と
し 、授 業 で 学 ん だ 観 点 で そ れ を 修 正 し て い く と い う 作 り に な っ て い
る 。そ し て 学 ⽣ 同 ⼠ の ピ ア レ ビ ュ ー 、教 員 か ら の コ メ ン ト を 踏 ま え
て 完 成 さ せ る 。  
 
２ ． ３  毎 回 の 授 業 の 流 れ  

授 業 の 資 料 や 課 題 の 配 布 、 提 出 及 び 返 却 は 全 て LMS の １ つ で あ
る Google ク ラ ス ル ー ム を 利 ⽤ し た 。 毎 回 、 授 業 ス ラ イ ド ・ 課 題 ・
振 り 返 り を セ ッ ト に し て 授 業 開 始 前 に 配 信 し 、授 業 の 中 で 参 照 す べ
き タ イ ミ ン グ を 指 ⽰ し た 。特 に 授 業 ス ラ イ ド に 関 し て は 、ア ク リ ル
板 な ど で 教 室 前 ⾯ の モ ニ タ ー な ど が ⾒ に く い 場 合 が あ る こ と を 考
慮 し 、 ⼿ 元 の デ バ イ ス で も ス ラ イ ド を 確 認 で き る よ う に し て い る 。 
例 と し て 、 下 は Google ク ラ ス ル ー ム の 第 4 回 配 信 の 様 ⼦ で あ る 。 
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 知 識 を 得 る こ と と 、⾃ 分 で 体 験 す る こ と で 経 験 的 に 学 ぶ こ と の バ
ラ ン ス を 意 識 し 、授 業 全 体 を 通 し て 、ま た 毎 回 の 授 業 の 中 で も 、「 知
る 」「 分 析 す る 」「 経 験 す る 」「 学 び を 振 り 返 る 」 時 間 を 設 け た 。 そ
の ⽇ に 学 ぶ 内 容 や 最 低 限 の 知 識 は 授 業 の は じ め に 紹 介 す る が 、重 要
な こ と は 実 際 の ワ ー ク や グ ル ー プ で の 話 し 合 い を 通 し て 学 ⽣ ⾃ ⾝
で ⾒ つ け 、課 題 や 振 り 返 り と し て ⾃ 分 の ⾔ 葉 で そ れ を ア ウ ト プ ッ ト
し て も ら っ た 。そ し て 次 の 授 業 の 冒 頭 で 教 員 か ら フ ィ ー ド バ ッ ク を
⾏ い 、学 ⽣ の 理 解 を 強 化 す る よ う な 作 り で あ る 。授 業 内 容 に 応 じ て
ア レ ン ジ は 加 え る が 、 お お よ そ 次 の よ う な 流 れ で あ る 。  
 

 

 

 ワ ー ク で ま ず ⼀ 度 考 え て み る こ と 、 そ し て 考 え を 他 者 と 共 有 し 、
答 え を 確 認 し た り 、よ り 良 い 答 え や 別 の ⾒ ⽅ を 発 ⾒ す る こ と 、そ う
し た こ と が 経 験 で き る よ う に し た 。多 く の 場 合 、学 ⽣ 同 ⼠ 話 し 合 う
中 で 答 え に た ど り 着 く こ と が で き る 。な ぜ そ う 思 っ た の か 、他 に ど
う い う こ と が 考 え ら れ る の か を 学 ⽣ に 問 い か け る な ど 、教 員 は 理 解
の 整 理 を ⾏ う に と ど め る 。教 員 ⾃ ⾝ が 説 明 す る 際 は 、な ぜ こ れ が 必

前回の課
題・振り返
りについて
フィードバ

ック

導⼊

説明

ワーク

（個⼈）

グループで
確認

意⾒交換

課題及び

振り返りの
提出
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要 な の か 、な ぜ そ う 考 え る の か 、そ う し た こ と を 学 ⽣ に 伝 え る よ う
に ⼼ が け た 。「 正 し い 答 え 」 を 早 く ⾒ つ け る こ と よ り 、 そ の 過 程 に
何 を 考 え 、 そ れ を ど う ⾔ 葉 に で き る か と い う こ と を 重 視 し た 。  

例 え ば「 表 現 」に 焦 点 を 当 て る 回 で も 、書 き ⾔ 葉 の 表 現 を 覚 え る 、
接 続 詞 の 機 能 を 知 る 、と い う こ と に と ど ま ら な い よ う 活 動 を 考 え た 。
グ ル ー プ で 考 え て も ら う こ と で 、⾃ 分 だ っ た ら ど の よ う な 表 現 を 選
択 す る の か 、そ し て そ れ は な ぜ な の か を ⾔ 語 化 し て 他 者 に 説 明 す る
必 要 を ⽣ じ さ せ 、そ し て ⾃ 分 と は 異 な る 他 者 の 解 釈 も 知 る こ と が で
き る よ う に し た 。⺟ 語 話 者 は ⾔ 葉 に つ い て の 直 感 や 内 省 が 働 く た め 、
普 段 は 深 く 考 え ず に 表 現 を 選 択 し て い る 。し か し 授 業 の 中 で あ ら た
め て 「 な ぜ そ の 接 続 詞 な の か 」「 な ぜ そ の 表 現 に し た の か 。 ど う い
う 意 味 に な る の か 」と い う こ と を 吟 味 し 、⾔ 葉 に し て み る と ⼀ ⼈ ⼀
⼈ の 解 釈 の 違 い が 浮 き 彫 り に な る 。 そ う す る こ と で 、「 読 み ⼿ 」 と
し て の 読 み 取 り ⽅ や 、「 書 き ⼿ 」 と し て 何 に 気 を つ け る 必 要 が あ る
の か と い う こ と が ⼀ 連 の ま と ま り と し て 理 解 で き る 。  
  
２ ． ４  グ ル ー プ ワ ー ク と ピ ア レ ビ ュ ー  

本 実 践 で は 、対 ⾯ 時 に は ほ ぼ 毎 回 の 授 業 で グ ル ー プ ワ ー ク の 時 間
を 取 り ⼊ れ た 。こ れ に は 、⽇ 常 的 に ⾃ 分 の 考 え を ⾔ 葉 に す る 機 会 を
設 け 、少 し ず つ 他 者 と 意 ⾒ 交 換 を す る こ と に 慣 れ て い く た め 、そ し
て 、⾃ 分 と は 異 な る ⾒ ⽅ や 指 摘 に 触 れ る 楽 し さ や 意 義 を 感 じ て も ら
う た め で あ る 。特 に そ れ ま で の 教 育 場 ⾯ で 他 者 と 直 接 意 ⾒ を 伝 え 合
う 機 会 が 少 な く 、慣 れ て い な い 学 ⽣ に と っ て は 、他 者 と の 意 ⾒ 交 換
に ⼾ 惑 い も あ り 、段 階 的 な 導 ⼊ や ⼯ 夫 が 必 要 で あ る 。毎 回 の 活 動 の
中 で 意 ⾒ を ⾔ う こ と 、⾔ っ て も ら う こ と の 価 値 を 体 験 と し て 知 っ て
い れ ば 、レ ポ ー ト の ピ ア レ ビ ュ ー な ど 負 荷 が か か る 活 動 で も お 互 い
に 信 頼 し て 意 ⾒ を 伝 え 合 う こ と が で き る 。そ う し た ⼟ 壌 を 初 回 か ら
少 し ず つ 作 る こ と を 意 識 し た 。  

グ ル ー プ ワ ー ク を ⾏ う 際 の ⼯ 夫 は い く つ か あ る 。ま ず 、グ ル ー プ
分 け で あ る 。ワ ー ク の ⽬ 的 や 学 ⽣ の 様 ⼦ な ど に 応 じ て 様 々 な や り ⽅
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が あ る が 、本 実 践 で は 普 段 の 授 業 ワ ー ク の 際 は 、で き る だ け 多 く の
⼈ と 話 す 機 会 を 創 出 す る た め 、ラ ン ダ ム に ３ 〜 ４ ⼈ の グ ル ー プ に 分
け た 。い つ も 異 な る メ ン バ ー に な る こ と は 、若 ⼲ の 緊 張 感 と 新 鮮 さ
を 持 た せ 、ま た 、よ り 多 く の ⼈ の グ ル ー プ ワ ー ク 時 の 振 る 舞 い を ⾒
て 、話 し ⽅ や 考 え ⽅ を 参 考 に す る こ と が で き る 。そ し て 、グ ル ー プ
内 で の 役 割 と 、グ ル ー プ で ⾏ う こ と の 指 ⽰ を 明 確 に し て お く こ と も
重 要 で あ る 。こ れ は 昨 年 度 オ ン ラ イ ン 授 業 へ の 切 り 替 え の 際 に そ の
重 要 性 を 強 く 認 識 し た が 、も ち ろ ん 対 ⾯ で も 活 か さ れ る 。役 割 に は
グ ル ー プ ワ ー ク を 円 滑 に 進 め る フ ァ シ リ テ ー タ ー と 、タ イ ム キ ー パ
ー を 置 い た 。 名 前 順 （ の 2 番 ⽬ 等 ）、 じ ゃ ん け ん 、 今 朝 何 時 に 起 き
た の か 等 、毎 回 ⽅ 法 を 変 え て 役 割 を 決 め て も ら っ た が 、ワ ー ク に ⼊
る 前 に ⼝ を 開 き や す く な る よ う 簡 単 な ア イ ス ブ レ イ ク 機 能 も 持 た
せ て い る 。  

ア ウ ト ラ イ ン や レ ポ ー ト の ピ ア レ ビ ュ ー に つ い て は 、学 ⽣ の テ ー
マ や 進 み 具 合 に よ っ て 、予 め グ ル ー プ 分 け を ⾏ う 。テ ー マ が 近 い ⼈
を 同 じ グ ル ー プ に す る か 、あ る い は 別 に す る か は 状 況 を ⾒ て の 判 断
に な る が 、テ ー マ が 固 ま り き っ て い な い 段 階 で は 全 く 異 な る テ ー マ
の ⼈ 同 ⼠ を グ ル ー プ に し 、よ り 広 い 視 野 が 持 て る よ う に し た 。あ る
程 度 知 識 や 考 え が 深 ま っ た 後 半 に は 、似 た よ う な テ ー マ の ⼈ 同 ⼠ で
さ ら に 深 い 意 ⾒ 交 換 を ⾏ っ て も ら う こ と も あ っ た 。ペ ア で は 意 ⾒ の
偏 り や ⼀ ⼈ に か か る 重 圧 が ⼤ き く な る た め 、⼀ ⼈ に 対 し て ⼆ ⼈ が コ
メ ン ト で き る 3 ⼈ グ ル ー プ が 理 想 で あ る 。  

レ ポ ー ト 第 2 稿 の ピ ア レ ビ ュ ー（ 第 14 回 ）は 次 の ⼿ 順 で ⾏ っ た 。  
１ ） 事 前 に 提 出 し て も ら っ た 原 稿 を PDF に し て ド ラ イ ブ フ ォ ル ダ

に 格 納 、 Google ク ラ ス ル ー ム か ら ア ク セ ス で き る よ う に 準 備 。
グ ル ー プ メ ン バ ー の レ ポ ー ト だ け で な く 、そ の 他 の ⼈ の レ ポ ー ト
も ⾃ 由 に 閲 覧 し 、 ⾊ 々 な 書 き ⽅ を 参 考 に で き る よ う に し た 。  

２ ）グ ル ー プ メ ン バ ー の レ ポ ー ト を 読 み 込 み 、観 点 に 沿 っ て 確 認 す
る 。過 年 度 で は 、項 ⽬ を 絞 っ た ル ー ブ リ ッ ク で 評 価 し て も ら う こ
と も あ っ た が 、評 価 す る こ と に 抵 抗 感 を ⽰ す 学 ⽣ も い た た め 、以
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下 の 観 点 を ⽰ し 、 あ く ま で も 読 み ⼿ と し て 「 読 み 取 れ た か 」「 書
か れ て い る か 」 と い う こ と が 具 体 的 に 確 認 で き る よ う に し た 。  

 
【 レ ビ ュ ー の 観 点 】  

① 「 問 い 」 は ど れ で す か 。（ 該 当 箇 所 を ハ イ ラ イ ト ）  

 「 答 え 」 は 何 で す か 。（ 該 当 箇 所 を ハ イ ラ イ ト ）  

こ の レ ポ ー ト で ⾔ い た い こ と は 何 で す か 。（ 該 当 箇 所 を ハ イ ラ イ ト ）  

② 序 論 ・ 本 論 ・ 結 論 は ⼀ 貫 し て い ま す か 。  

③ 段 落 分 け は 適 切 で す か 。 ト ピ ッ ク セ ン テ ン ス は あ り ま す か 。  

④ 引 ⽤ と 参 考 ⽂ 献 の 書 き ⽅ は 合 っ て い ま す か  

⑤ 誤 字 ・ 脱 字 、 ね じ れ ⽂ は あ り ま せ ん か  
 
  ト ピ ッ ク セ ン テ ン ス を 意 識 す る と い う の は 、 第 13 回 の 授 業 に

お い て レ ポ ー ト 第 1 稿 を パ ラ グ ラ フ ・ ラ イ テ ィ ン グ の 観 点 か ら
⾃ 分 で 読 み 直 す と い う 活 動 で ⾏ っ て お り 、ま た 、そ の 他 の 観 点 で
⽂ 章 を 確 認 、分 析 す る 作 業 も そ れ ま で の 授 業 の ワ ー ク で ⾏ っ て い
る 。そ う し た 経 験 を 総 動 員 し て 、ク ラ ス メ ー ト の た め に ⽂ 章 を 吟
味 し 、 改 善 で き る 箇 所 を ⾒ つ け る 。  

３ ）そ れ ぞ れ が 確 認 し た 結 果 を 持 ち 寄 り 、気 づ い た こ と を ⼝ 頭 で 伝
え る 。そ の 際 、良 い 点 は 具 体 的 に 伝 え る こ と 、⼀ 読 み ⼿ と し て の
感 想 を 素 直 に 、客 観 的 に 伝 え る こ と を 強 調 し た 。書 き 間 違 い も 読
み 間 違 い も 、 恐 れ ず に 出 し 合 っ て ⼀ 緒 に 確 認 す る よ う に 伝 え た 。 

４ ）ピ ア レ ビ ュ ー の 振 り 返 り と し て 、授 業 終 了 後 、① ク ラ ス メ ー ト
の レ ポ ー ト を 読 ん で 気 づ い た こ と や ク ラ ス メ ー ト か ら の コ メ ン
ト を 受 け て 、⾃ 分 の レ ポ ー ト を ど う 修 正 し て い き た い か 、② ピ ア
レ ビ ュ ー（ ⼈ に コ メ ン ト し た り 、コ メ ン ト を も ら っ た り ）の 経 験
で 気 づ い た こ と 、の 2 点 を 書 い て 提 出 す る 。こ れ は 、様 々 な コ メ
ン ト を も ら っ て 混 沌 と し て い る 頭 を 整 理 す る と と も に 、コ メ ン ト
を す る /も ら う 経 験 を メ タ 的 に 捉 え 直 し 、 そ の 意 義 を ⾃ 分 の 中 に
定 着 さ せ る 時 間 に す る た め で あ る 。  
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２ ． ５  「 振 り 返 り 」 と フ ィ ー ド バ ッ ク  
 毎 回 の 授 業 後 に 必 ず LMS 上 で「 振 り 返 り 」を 提 出 し て も ら っ た 。
「 振 り 返 り 」は 学 ⽣ が ⾃ 分 の ⾔ 葉 で 学 び を ま と め る 重 要 な 時 間 で あ
り 、教 員 に と っ て は 学 ⽣ の 理 解 や 疑 問 を 把 握 し て フ ィ ー ド バ ッ ク す
る た め の 重 要 な ⼿ 掛 か り に な る 。  

授 業 の 内 容 を 反 芻 し 、そ の 中 で 考 え た こ と を ⾃ 分 で ⾔ 葉 に ま と め
た こ と が 、⾃ 分 で ⾒ つ け た 答 え と し て 残 る 。こ れ は 、中 村 ・ パ イ ク
（ 2018） の 5 つ の 学 習 の 法 則 の １ つ 「 ⼈ は ⾃ 分 が ⼝ に し た こ と は
受 け ⼊ れ や す い 」、教 員 な ど が あ れ こ れ ⾔ う こ と よ り も 、「 参 加 者 ⾃
⾝ が 考 え 、 ⾃ 分 で 発 す る ⾔ 葉 の ほ う が 、『 ⾃ 分 事 』 と な り 、 研 修 後
の ⾏ 動 に 結 び つ き や す い 」（ p.46） と い う 考 え に 基 づ い て い る 。  

「 振 り 返 り 」に は ① 今 ⽇ の 話 や 課 題 を 通 し て 学 ん だ こ と・気 づ い
た こ と 、② 疑 問・質 問 の 2 点 を 、短 く て も 構 わ な い が 箇 条 書 き で は
な く ⽂ 章 で 書 く よ う 指 ⽰ し 、 毎 回 の 課 題 と 共 に 提 出 し て も ら っ た 。
「 振 り 返 り 」か ら 学 ⽣ が 何 を ど の よ う に 理 解 し て 、ど の 部 分 に 疑 問
が あ る の か を 具 体 的 に 把 握 し 、そ う し た こ と を 踏 ま え て 、次 の 授 業
で 質 問 へ の 回 答 や 、 補 ⾜ 説 明 な ど を ⾏ っ た 。  

学 ⽣ へ は 、こ の「 振 り 返 り 」に つ い て 、⾃ 分 の た め の 時 間 と し て
向 き 合 っ て ほ し い こ と を 学 期 の は じ め 頃 に 伝 え て い る 。た だ し 、こ
の 意 味 を 理 解 す る ま で に は 個 ⼈ 差 や 時 間 差 が あ る 。 そ こ で 、「 ⾔ 葉
に す る こ と 」で そ れ を 受 け 取 る 他 者 が い る こ と を 想 像 し て も ら う た
め 、振 り 返 り に 書 か れ て い た 感 想 や 考 え 、発 ⾒ な ど に 対 し て 、積 極
的 に 教 員 ⾃ ⾝ の ⾔ 葉 で 返 し た 。個 別 に リ プ ラ イ す る こ と も あ っ た が 、
必 ず し も 個 別 で は な く と も 、み ん な の ⾔ 葉 を「 受 け 取 っ た 」と い う
こ と 、そ こ か ら 教 員 ⾃ ⾝ が 考 え た こ と や 、今 伝 え た い こ と を 全 体 に
発 信 す る よ う に し た 。そ し て 、互 い の「 振 り 返 り 」に も ⽬ を 通 し て
み る よ う に 促 し た 。 こ う し た こ と に よ り 、「 他 者 」 の 存 在 を 意 識 し
な が ら 、⾔ 葉 に す る こ と の 明 ら か な 意 味 を 認 識 し 、億 劫 に な り が ち
な「 ⾔ 葉 に す る 」作 業 に 向 き 合 い 続 け る モ チ ベ ー シ ョ ン と し て も ら
う こ と が ね ら い で あ っ た 。  
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３  学 ⽣ は ど の よ う な 学 び を 得 て い た か  
３ ． １  分 析 の ⽅ 法  

履 修 学 ⽣ が 授 業 最 終 回 に ⼀ 学 期 間 の 学 び を 振 り 返 り ⾃ ⼰ 評 価 し
た 記 録 か ら 、学 ⽣ ⾃ ⾝ が ど の よ う な ⼒ を つ け た と ⾃ 覚 し て い る の か
を 分 析 す る 。筆 者 が 担 当 し た ク ラ ス の う ち １ つ を 取 り 上 げ 、分 析 対
象 と す る 。 履 修 者 数 20 名 規 模 の ク ラ ス で あ り 、 振 り 返 り の 研 究 デ
ー タ と し て の 利 ⽤ 及 び ⼀ 部 掲 載 に つ い て 同 意 確 認 を ⾏ っ た 。  
 授 業 最 終 回 に ⾏ っ た「 振 り 返 り 」の 質 問 項 ⽬ は 以 下 の 通 り で あ る 。 
【 質 問 項 ⽬ 】  
◆ 基 礎 演 習 で 最 も 印 象 的 だ っ た / 役 に ⽴ っ た こ と ラ ン キ ン グ （ 第 ３ 位 ま

で ） と 、 そ の 理 由 を 教 え て く だ さ い 。  

◆ 【 到 達 ⽬ 標 ① 】 ⼤ 学 ⽣ に 必 要 な 「 調 べ る ⼒ 」「 考 え る ⼒ 」「 他 者 に 伝 わ

る よ う に 伝 え る ⼒ 」が つ い た か 。（ ３：つ い た  ２：ま あ ま あ つ い た  １：

あ ま り つ か な か っ た ）  

上 記 の 評 価 を し た 理 由 を 具 体 的 に 書 い て く だ さ い  

◆【 到 達 ⽬ 標 ② 】他 者 と の や り と り を 通 じ 、「 協 働 的 に 学 び 合 う 姿 勢 」と

「 ⾃ 分 で ⽂ 章 を 良 く し て い く ⼒ 」 が ⾝ に つ い た か 。（ ３ ： つ い た  ２ ：

ま あ ま あ つ い た  １ ： あ ま り つ か な か っ た ）  

上 記 の 評 価 を し た 理 由 を 具 体 的 に 書 い て く だ さ い  

◆ 【 到 達 ⽬ 標 ③ 】 ⼈ と 話 し 、 書 く こ と を 通 し て 、 ⾃ 分 を 振 り 返 り 、 発 ⾒

す る 楽 し さ が 経 験 で き た か 。（ ３ ： で き た  ２ ： ま あ ま あ で き た  １ ：

あ ま り で き な か っ た ）  

上 記 の 評 価 を し た 理 由 を 具 体 的 に 書 い て く だ さ い  

◆ 今 学 期 の 学 び ・ 成 ⻑ を 踏 ま え て 、 今 後 ど ん な こ と を 実 践 し て い き た い

と 思 い ま す か  

◆ そ の 他 、 授 業 の 改 善 点 、 ご 意 ⾒ な ど  
 

こ の 振 り 返 り か ら 、 学 期 を 通 し て ⾝ に 付 い た /向 上 し た と 感 じ て
い る 能 ⼒ に 関 す る 記 述 、以 前 の ⾃ ⾝ と ⽐ べ て の 変 化 及 び そ の 理 由 の
記 述 、授 業 の ⽅ 法 や 形 態 に 関 す る 記 述 を 抜 き 出 し 、学 び や ⾃ ⼰ の 認
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識 を ど の よ う に 形 成 し て い っ た の か を 探 っ た 。  
 
３ ． ２  調 べ る ⼒ ・ 考 え る ⼒ ・ 他 者 に 伝 わ る よ う に 伝 え る ⼒  
 【 到 達 ⽬ 標 ① 】に つ い て は 、62％ の 学 ⽣ が「 ３（ つ い た ）」、38％
の 学 ⽣ が「 ２（ ま あ ま あ つ い た ）」と 評 価 し た 。「 ２ 」を つ け た 学 ⽣
の 理 由 を ⾒ て み る と 、「 調 べ る ⼒ 」「 考 え る ⼒ 」 は 向 上 し た が 、「 他
者 に 伝 え る ⼒ 」 が ま だ ⼗ 分 で は な い と い う 趣 旨 の 記 述 が ⽬ ⽴ っ た 。
し か し こ う し た ⾃ ⼰ 評 価 も 、何 度 も 読 み 直 し 書 き 直 す こ と で ⽂ 章 が
わ か り や す く な る と い う 経 験 を し 、そ れ ま で に な か っ た 表 現 や ⾔ 葉
へ の 視 点 、 意 識 が ⽣ ま れ た と 推 察 さ れ る 。  
 多 く の 学 ⽣ に と っ て 、こ こ ま で の レ ポ ー ト 作 成 は 全 て が 初 め て の
こ と で あ る 。記 述 を ⾒ る と 、初 め は 何 も 分 か ら な か っ た と こ ろ か ら 、
⼀ つ ず つ 学 び 、 ⾝ に つ け 、 最 後 に は ⾃ 信 と な っ た こ と が わ か る 。  
 
− 今 ま で 、 何 か を 調 べ た り 相 ⼿ に 伝 え る こ と が あ ま り 得 意 で は な か っ た の で

す が 、 レ ポ ー ト の 作 成 や プ レ ゼ ン な ど を 通 し て 調 べ る ⼒ や 相 ⼿ に 考 え を 伝
え る ⼒ が つ い た と 思 い ま す 。  

− 最 初 は 他 の ⼈ に ど う 伝 え る か を あ ま り 気 に し て い な い 部 分 が 多 か っ た が 、
友 達 と の 意 ⾒ 交 換 な ど 回 数 を 重 ね る ご と に 、 こ う し た ら よ り 伝 わ り や す く
な る の か と か 、 友 達 か ら の 意 ⾒ を 聞 い て こ こ は も っ と こ う し よ う な ど 考 え
た こ と で 、 最 後 に は 読 み ⼿ を 意 識 し た 書 き ⽅ が で き た の で は と 思 う 。  

− 調 べ る ⼒ 、 考 え る ⼒ に 関 し て は 、 当 初 に ⽐ べ る と か な り ⾝ に つ い た と 思 い
ま す 。 今 ま で は 問 題 だ と 思 っ て も ス ル ー し て い た こ と も 、 最 近 は 気 に な っ
た 瞬 間 に 少 し で も 調 べ て み た り 、 そ の 調 べ た こ と か ら ⾃ 分 の 意 ⾒ を 考 え る
意 識 が で き る よ う に な っ た の は 、 ⾃ 分 の 中 で の ⼤ き な 成 ⻑ だ と 思 い ま す 。  

 
⼀ つ の テ ー マ と 向 き 合 い 続 け 、深 く 考 え る 経 験 へ の ⾔ 及 も ⾒ ら れ 、

そ う し た 中 で 、「 考 え る 」 と は ど う す る こ と な の か を 理 解 し た こ と
が 窺 わ れ る 。  
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− ⼀ つ の ト ピ ッ ク に 関 し て 何 ⽇ も 何 時 間 も 考 え る こ と が で き た 。 途 中 で ⾃ 分
の 意 ⾒ が わ か ら な く な っ た り も し た が 、 よ り 深 く 考 え ら れ た の で 他 の 場 ⾯
で も 実 践 し た い 。  

− 今 ま で ⾃ 分 が 問 題 意 識 を 持 っ た も の を こ こ ま で ⻑ い 時 間 を か け て 突 き 詰 め
て レ ポ ー ト を 書 い た こ と が な か っ た の で 、 と て も ⾃ 分 の 中 で 良 い 経 験 に な
っ た 。 ⼀ つ の 問 題 か ら さ ま ざ ま な 問 題 が 発 ⽣ し 、 そ れ ぞ れ に 原 因 が あ り 、
結 果 そ れ を ど う す れ ば 良 い の か 、 レ ポ ー ト を 通 し て ⾃ 分 の 考 え を 深 め る こ
と が で き た と 思 う 。  

 
３ ． ３  協 働 的 に 学 び 合 う 姿 勢 ・ ⾃ 分 で ⽂ 章 を 良 く し て い く ⼒  

【 到 達 ⽬ 標 ② 】に つ い て は 、90％ の 学 ⽣ が「 ３ 」と 評 価 し 、「 ２ 」
と 「 １ 」 を 選 択 し た 学 ⽣ は そ れ ぞ れ 5％ で あ っ た 。 記 述 を ⾒ る と 、
は じ め か ら 他 者 と の 協 働 に 意 義 を 感 じ て い た わ け で は な い と い う
こ と が わ か る 。こ れ ま で は 誰 か と ⼀ 緒 に 学 ぶ と い う こ と を し て こ な
か っ た 、経 験 が な か っ た 、苦 ⼿ だ っ た 、と い う 学 ⽣ が 想 定 以 上 に 多
か っ た 。し か し 、グ ル ー プ ワ ー ク の 回 数 を 重 ね る こ と で 、他 者 と 意
⾒ を 交 換 し 合 う こ と の 意 義 に 徐 々 に 気 づ く な ど 、そ れ ぞ れ の 中 に 変
化 が あ っ た よ う だ 。  
 
− 私 は あ ま り ⾃ 分 の 意 ⾒ を 相 ⼿ に 述 べ る こ と が 得 意 で は な く 、 正 直 最 初 の 数

回 は グ ル ー プ ワ ー ク が 億 劫 で 、 意 ⾒ を 捻 り 出 す の も 必 死 で し た 。 で す が 、
友 達 か ら 意 ⾒ を も ら う こ と で 私 ⾃ ⾝ レ ポ ー ト を か な り 良 く す る こ と が で き 、
私 も 回 数 を 重 ね る こ と で 、相 ⼿ に 意 ⾒ を ⾔ う こ と が 少 し で き る よ う に な り 、
協 働 的 に 学 び 合 う と ⾔ う の は ⾮ 常 に 重 要 で あ る こ と が わ か り ま し た 。（ 中 略 ）
様 々 な 場 ⾯ で ⾃ 分 が 成 ⻑ で き た と 感 じ る の で 、 と て も 嬉 し い で す 。  

― 今 ま で ⼈ と 意 ⾒ 交 換 を し て ⾃ 分 の 作 業 に 役 ⽴ て る こ と が 苦 ⼿ だ っ た し 、 あ
ま り そ れ を や る 機 会 が な か っ た が 、 今 回 ク ラ ス メ ー ト と 意 ⾒ 交 換 を 何 回 か
⾏ っ て 、 そ の 度 に 新 し い 発 ⾒ を し 、 ⾃ 分 の レ ポ ー ト に 役 ⽴ て る こ と が で き
た 。他 者 と 意 ⾒ 交 換 を し た り し て 協 働 的 に 学 び 合 う こ と は ⼤ 切 だ と 思 っ た 。 

― 最 初 は お 互 い の レ ポ ー ト の 改 善 し た ⽅ が い い と こ ろ を ⾔ う の に は 抵 抗 が あ
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っ た り し た け れ ど 、 み ん な の ⼀ 緒 に い い レ ポ ー ト を 書 け る よ う に 協 ⼒ し よ
う と ⾔ う 気 持 ち が 伝 わ っ て き て 、 ⾃ 分 も 意 ⾒ を ⾔ え る よ う に な っ た 。  

 

 繰 り 返 し 、他 者 に 伝 え 、他 者 の ⾔ 葉 を 聞 く 経 験 を 重 ね る こ と で 少
し ず つ「 他 者 」の 存 在 が い か に 重 要 で あ る か 、そ し て ⾃ 分 も ま た そ
う し た 意 味 の あ る 「 他 者 」 に な れ る の だ と い う こ と を 学 ん で い る 。 
 
− ⾃ 分 だ け の 視 点 で は ⾒ え て こ な い 感 覚 や 意 ⾒ を 友 達 か ら も ら う こ と で 、 新

た な 発 ⾒ が 沢 ⼭ あ り 、 ま た ⾃ 分 の 意 ⾒ が 他 の ⼈ の 助 け に な っ て い る こ と が
嬉 し く も 感 じ ま し た 。  

− 他 者 と の や り 取 り の ⼤ 切 さ を 改 め て 感 じ ま し た 。 授 業 を 通 し て お 互 い を ⾼
め あ え た の で 良 か っ た で す 。  

 
意 ⾒ を も ら う だ け で な く ⾃ 分 も 貢 献 で き た と い う こ と を 実 感 し 、

「 お 互 い を ⾼ め あ え た 」 と 考 え て い る こ と が わ か る 。  
「 ２ 」や「 １ 」を 選 択 し た 学 ⽣ が 、そ う し た 意 義 を ⼗ 分 に 理 解 で

き な か っ た の か と ⾔ え ば そ う い う わ け で は な い 。「 ピ ア レ ビ ュ ー を
通 し て 、他 者 が 書 い た ⽂ 章 を 評 価 し た り 内 容 に 意 ⾒ を ⾔ う こ と が 苦
⼿ だ と 気 付 い た 。（ 中 略 ） う ま く で き な か っ た の で 改 善 し て い き た
い 」と い う こ と も 、経 験 し て み て わ か っ た 、次 に つ な が る 気 づ き で
あ ろ う 。 他 者 の 存 在 を 通 し て ⾃ 分 の 課 題 に 気 づ い た 意 味 は ⼤ き い 。 

 
３ ． ４  ⾃ 分 を 振 り 返 り 、 発 ⾒ す る 楽 し さ  
 【 到 達 ⽬ 標 ③ 】に つ い て は 、76％ の 学 ⽣ が「 ３ 」、10％ が「 ２ 」、
14％ が 「 １ 」 と 評 価 し た 。  
 楽 し い ＝ 楽 、で は な い 。難 し い 、⼤ 変 な こ と の 中 や 、そ の 先 に あ
る も の を ⾒ つ け た 時 の 喜 び 、ま だ 知 ら ぬ ⾃ 分 に 出 会 え る こ と の 楽 し
さ を レ ポ ー ト 作 成 で も 感 じ て も ら い た い と 考 え て い た が 、結 果 的 に
多 く の 学 ⽣ が そ れ を 体 験 し て い た こ と が 窺 え る 。  
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− は じ め は レ ポ ー ト 作 成 は す ご く ⼤ 変 で 楽 し い 要 素 な ん て あ る の か な … と 思
っ て い ま し た が 、 ク ラ ス の み ん な と 互 い に 意 ⾒ 交 換 し た り 、 ア ド バ イ ス だ
け で な く 良 か っ た 点 も ⾒ つ け て も ら う こ と で 、 レ ポ ー ト を 書 き 直 す 時 間 が
た だ ⼤ 変 な だ け で な く 、 こ こ を 褒 め て も ら え た か ら 同 じ よ う に 書 い て み よ
う 、 と 積 極 的 に 活 動 す る 時 間 に な っ た と 思 い ま す 。  

− こ の 点 に 関 し て は 、 本 当 に 楽 し さ を 知 る こ と が で き た の で ⼗ 分 に 経 験 で き
た と ⾔ え る と 思 う 。 レ ポ ー ト を 終 わ ら せ る と い う こ と は 想 像 以 上 に 苦 し く
も あ り 、 そ れ で も も う 少 し こ こ を 付 け ⾜ せ ば 良 い ⽂ 章 に で き る 、 な ど と 考
え な が ら ⾏ う の は 新 鮮 で 楽 し か っ た 。 元 々 ⽂ 章 を 書 く こ と が 嫌 い じ ゃ な い
の で 、 ⾃ 分 の 意 ⾒ と 向 き 合 う こ と の 楽 し さ を さ ら に 実 感 で き て 良 か っ た 。  

− ⾃ 分 の 意 ⾒ や 考 え を 実 際 に ⽂ 章 に し て み る こ と で 、 ⾃ 分 は 物 事 に 対 し て こ
ん な に 考 え て 意 ⾒ を 持 つ こ と が で き る の か と ⾃ ⾝ に 驚 い た し 、 楽 し か っ た  

− 進 め て い く う ち に 知 っ て い る よ う で 知 ら な か っ た 事 実 な ど が 多 く 、 新 た な
発 ⾒ を す る の が 楽 し く な っ た 。 ま た 、 ⾃ 分 の 考 え を ⽂ 章 に 起 こ す こ と で 改
め て ⾃ 分 は こ う い う 考 え を 持 っ て い た の か と 知 る こ と が で き る 良 い 機 会 だ
っ た 。  

 
３ ． ５  学 ⽣ の 中 に ⽣ じ て い た 学 び と 変 化  

「 今 学 期 の 学 び・成 ⻑ を 踏 ま え て 、今 後 ど ん な こ と を 実 践 し て い
き た い と 思 い ま す か 」と い う 質 問 へ の 回 答 に は 、学 ⽣ ⾃ ⾝ に よ る 成
⻑ の 実 感 と 、 学 び に 対 す る 前 向 き な 姿 勢 を ⾒ る こ と が で き る 。  
 
− ⾃ 分 で ⼀ か ら レ ポ ー ト を 作 り 上 げ る ⼒ が つ い た と 思 う 。 ⽂ 章 の 書 き ⽅ や 、

改 善 す る ⽅ 法 も 授 業 を 通 し て た く さ ん 学 べ た 。 次 レ ポ ー ト を 書 く と き も 、
⼀ つ ⼀ つ の 作 業 を ⾶ ば さ ず に 、 丁 寧 に 書 き た い と 思 っ た 。 レ ポ ー ト の 課 題
を ⼤ 切 に し て 、 も っ と ⼈ を 納 得 さ せ た り 興 味 を 持 っ て も ら え る よ う な ⽂ 章
が 書 け る よ う に な り た い 。  

− 今 ま で は ⽇ 常 ⽣ 活 で 疑 問 が ⽣ じ て も 、 特 に 何 も し て い な か っ た た め 、 今 回
最 初 に マ イ ン ド マ ッ プ を 作 る 際 、全 く 何 も 思 い つ き ま せ ん で し た 。 で す が 、
レ ポ ー ト を 書 い て 疑 問 を 解 決 す る 楽 し さ を 知 り 、 最 近 は 疑 問 が で き た 瞬 間
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に メ モ を し て 調 べ る よ う に し て い ま す 。  

 
「 レ ポ ー ト の 課 題 を ⼤ 切 に し て 」、「 レ ポ ー ト を 書 い て 疑 問 を 解 決

す る 楽 し さ を 知 り 」と い っ た ⾔ 葉 に も 表 れ て い る よ う に 、⾃ 分 の 成
⻑ を 実 感 し て い る 学 ⽣ の 声 は 前 向 き で 、そ こ に は 学 び に 対 す る 主 体
性 が あ る 。課 題 だ か ら 仕 ⽅ な く や る の で は な く 、⾃ 分 に と っ て 意 味
の あ る こ と と し て 捉 え て い る こ と が わ か る 。 そ の 他 に も 、「 今 ⾃ 分
は 何 に 興 味 が あ る の か 、 ど の よ う な こ と を 考 え て い る か に 気 づ け
た 」、「 ⾝ の 回 り で 起 き て い る こ と へ の 関 ⼼ を 持 つ よ う に な り 、さ ら
に ア ン テ ナ を 張 っ て い き た い と 思 う よ う に な っ た 」、「 他 者 の 視 点 、
⼈ と 協 ⼒ す る こ と を ⼤ 切 に し た い 」、「 ⼀ つ の テ ー マ に 対 し て 、様 々
な 視 点 か ら 考 え る こ と を 意 識 し た い 」と い っ た 記 述 が あ っ た 。こ れ
ら は レ ポ ー ト 作 成 の み な ら ず 、こ れ か ら の 様 々 な 学 び に 向 か う 重 要
な 姿 勢 で あ り 、 そ う し た 姿 勢 が 涵 養 さ れ て い た こ と が 窺 え る 。  
 

以 上 、「 振 り 返 り 」 か ら ⾒ え た 学 ⽣ の 学 び を ま と め る と 、 他 者 と
の 協 働 を 通 し て 、物 事 を「 考 え る 」と い う こ と へ の 理 解 を 体 験 的 に
深 め 、そ れ を ⾔ 葉 に す る こ と の 意 義 を 実 感 し て い た 。そ し て 、学 ⽣
⾃ ⾝ が そ の 成 ⻑ を ⾃ 覚 し 、「 で き る 」 と い う ⾃ 信 を 得 て い た こ と が
わ か る 。で は 、ど の よ う に し て そ の よ う な 学 び が ⽣ み 出 さ れ て い た
の か 。ど の よ う な「 仕 掛 け 」が 、特 に オ ン ラ イ ン と の 併 ⽤ で ど の よ
う に 奏 功 し て い た の か を 次 章 で 考 察 す る 。  
 
４ ． 学 び を ⽣ み 出 す 「 仕 掛 け 」 と 効 果  
４ ． １  肯 定 す る ・ さ れ る 、 認 め 合 う 経 験  
 先 の「 振 り 返 り 」を ひ も 解 く と 、思 考 を 深 め 、⾔ 葉 に す る こ と の
き っ か け や モ チ ベ ー シ ョ ン と な っ て い た の は 、や は り 他 者 の 存 在 だ
っ た と い う こ と が わ か る 。授 業 の 中 で も 、早 い 段 階 か ら 他 者 と の 学
び を 意 識 で き る よ う な 活 動 を 取 り ⼊ れ て お り 、 そ れ ら が 「 仕 掛 け 」
と し て 働 い て い た と 考 え ら れ る 。  
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ま ず 他 者 と の 学 び を 意 識 す る 活 動 と し て 挙 げ ら れ る の が 、初 回 に
⾏ っ た「 学 び の 秘 訣 を シ ェ ア し よ う 」で あ る 。ラ ー ニ ン グ ・ パ タ ー
ン ・ カ ー ド 3の ⼀ 部 を 取 り 上 げ て 共 有 し 、 各 ⾃ で 「 す で に 実 践 し て
い る こ と 」「 ま だ 実 践 し て い な い こ と 、 取 り ⼊ れ た い こ と 」 に 分 け
て 印 を つ け た 後 、グ ル ー プ で 意 ⾒ 交 換 を し て も ら っ た 。こ の ね ら い
は 、⾃ 分 の 学 び の ス タ イ ル を 振 り 返 り 、他 者 と の 共 通 点 や 、他 者 の
良 さ 、こ れ ま で 意 識 し て い な か っ た ⾃ 分 の 良 さ に 意 識 を 向 け る こ と
で あ る 。カ ー ド を 基 に 話 し 合 う た め ⾔ 葉 に し や す い と い っ た 利 点 が
あ る だ け で な く 、互 い の 良 い と こ ろ に ⽬ を 向 け て 肯 定 し 合 え る 場 を
作 る こ と が で き る 。特 に 、そ れ ま で は ⼀ ⼈ で 勉 強 す る こ と が 多 か っ
た と い う 学 ⽣ に と っ て は 、＜ 学 び の 共 同 体 を つ く る ＞ ＜ ま ね ぶ こ と
か ら ＞ と い っ た ラ ー ニ ン グ・パ タ ー ン・カ ー ド の ⾔ 葉 が 、誰 か と 学
ぶ と い う こ と と の 出 会 い に な っ た よ う で あ る 。実 際 、多 く の 学 ⽣ に
と っ て 、他 者 と の 学 び に 対 す る ⾒ ⽅ が 変 化 し た こ と は 、「 振 り 返 り 」
か ら も ⾒ て 取 れ る 。  

ま た 、 第 3、 4 回 で ⾏ っ た 「 こ れ ま で の ⼈ ⽣ で 、 ⾃ 分 を ⽀ え た ⾔
葉 、印 象 的 だ っ た ⾔ 葉 」を シ ェ ア す る と い う 活 動 も 、他 者 意 識 を 強
化 す る き っ か け に な っ た と 考 え る 。オ ン デ マ ン ド 課 題 と し て 各 ⾃ ⽂
章 に ま と め 、そ れ を 次 の 回 の 授 業 内 で グ ル ー プ で シ ェ ア す る 時 間 を
取 っ た 。⽂ 章 に は 、個 ⼈ 的 な 経 験 や 感 情 が 表 現 さ れ て い た た め 、読
み 合 う の で は な く 、ク ラ ス メ ー ト に 話 し て も 構 わ な い 範 囲 で そ の 内
容 を ⼝ 頭 で 伝 え て も ら っ た 。こ の 活 動 を 通 し 、ま ず ⾃ 分 の ⼤ 事 な 経
験 を 思 い 起 こ し 、 そ れ を 中 ⼼ に 置 い た あ と で 、 他 者 に も ⽬ を 向 け 、
共 感 し 合 え る 場 が で き て い た 。そ の ⽇ の 振 り 返 り に は 、⾃ 分 に 響 い
た ⾔ 葉 を 紹 介 し た 時 、ク ラ ス メ ー ト か ら 共 感 や 関 ⼼ を ⽰ す 反 応 を も
ら え て 、⼈ そ れ ぞ れ の 考 え ⽅ の 違 い に 気 づ い た り 、共 通 点 が 発 ⾒ で
き た り 、そ こ か ら ま た 話 を 深 め る こ と が で き 、⾃ 分 の 考 え が さ ら に

                                                       
3  ラ ー ニ ン グ ・ パ タ ー ン に つ い て は 、 慶 應 義 塾 ⼤ 学  井 庭 研 究 室
https :// learningpatterns .s fc .ke io .ac . jp/ index .html を 参 照 の こ と 。  
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深 ま っ た と い う 記 述 や 、⾃ 分 だ け で は な く み ん な も 同 じ よ う に 疑 問
を 持 っ て い る の だ と 気 づ い た と い う 感 想 な ど を ⾒ る こ と が で き た 。 

そ の 活 動 に 続 き 、第 4 回 後 半 で は マ イ ン ド マ ッ プ を 作 成 し て 、そ
れ を グ ル ー プ で シ ェ ア す る 時 間 を 設 け た が 、誰 か の ⽬ に 映 る 世 界 や
様 々 な 考 え が あ る こ と を 楽 し く 知 り 、そ れ が 視 野 を 広 げ 、様 々 な こ
と に 関 ⼼ を 持 つ こ と に つ な が っ て い た よ う で あ る 。そ の ⽇ の「 振 り
返 り 」か ら 、多 く の 学 ⽣ が 他 者 と 意 ⾒ 交 換 す る 中 で 、⼈ に よ っ て 考
え ⽅ も 観 点 も 異 な る こ と を 楽 し み な が ら 発 ⾒ し 、そ の 結 果 ⾃ 分 の ⾒
⽅ が 相 対 化 さ れ 、客 観 的 に ⾒ る こ と が で き る よ う に な っ て い た こ と
が 窺 え た 。紙 に 書 き 出 す こ と や 話 す こ と で 、普 段 は ⾒ え て い な か っ
た こ と を 可 視 化 さ せ て い く 。そ の よ う な 体 験 を 積 み 重 ね て い く 中 で 、
普 段 は ⾒ え な い 、そ れ ぞ れ に 様 々 な 経 験 や 考 え ⽅ を 持 つ 個 ⼈ で あ る
こ と に 触 れ 、そ れ が 尊 重 さ れ る こ と の 意 味 を 感 じ て い た の で は な い
だ ろ う か 。  
 ク ラ ス の 中 で「 た く さ ん 意 ⾒ を 交 え る 機 会 を も ら え た の も 成 ⻑ に
つ な が っ た 」と い う 声 が あ っ た よ う に 、こ う し た ⼀ つ ⼀ つ の 機 会 が 、
物 事 を 多 ⾓ 的 に 捉 え 、⾃ 分 の 本 当 の 考 え を 深 く 探 ろ う と す る 姿 勢 に
つ な が っ た と 考 え ら れ る 。  
 
４ ． ２  ⾔ 葉 に す る こ と を 積 み 重 ね る  
 「 ⾔ 葉 に す る ⼒ 」を 育 ん で い く た め 、授 業 で は 、グ ル ー プ ワ ー ク
で ⾃ 分 の 考 え を 説 明 す る 機 会 を 多 く 設 け た り 、 課 題 を ⼯ 夫 し た り 、
な ぜ そ う 思 っ た の か 問 い か け た り す る な ど 様 々 な「 仕 掛 け 」を 意 識
し て い た が 、そ の 中 で も っ と も 重 要 な の が「 振 り 返 り 」を 書 く こ と
で あ っ た 。「 毎 回 授 業 の 終 わ り に 振 り 返 り を 書 い て 、 そ れ を 読 み 返
し た と き に ⾃ 分 は こ こ が 成 ⻑ し た な 、こ こ が 課 題 な ん だ な と ⾃ 分 を
振 り 返 り な が ら 、新 た な ⾃ 分 を 発 ⾒ す る こ と が で き た 」、「 毎 週 の 課
題 や 振 り 返 り を 通 し て ⾃ 分 に ⾜ り て い な い と こ ろ や 逆 に で き た と
こ ろ な ど を 発 ⾒ す る こ と が で き た 」と い う 記 述 か ら も 分 か る よ う に 、
毎 回 ⾃ 分 の ⾔ 葉 で 学 び を ま と め 、そ し て そ れ を 読 み 返 す こ と で 、学
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び の 過 程 が 積 み 重 な り 、 誰 よ り も ⾃ 分 が 成 ⻑ を 実 感 で き る 。  
 学 ⽣ の ⾔ 葉 を 受 け ⽌ め 、返 す と い う 教 員 の フ ィ ー ド バ ッ ク を い か
に ⾏ っ て い く か と い う こ と も ⼤ 切 な「 仕 掛 け 」で あ る 。た と え ば 筆
者 が LMS 上 の リ プ ラ イ や 授 業 の 中 で の 全 体 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク で
繰 り 返 し 伝 え た こ と は 、「 ⾃ 分 で ⾒ つ け た 答 え は 必 ず ⾃ 分 の 中 に 残
る 」 と い う こ と で あ り 、「 疑 問 を 持 つ こ と 」、「 素 直 に ⾔ 葉 に し て み
た こ と 」、「 他 者 と の や り と り か ら ⾃ 分 を 振 り 返 っ て み た こ と 」へ の
肯 定 で あ る 。こ れ ら は 学 ⽣ の 素 直 な ⾔ 葉 に 触 れ 、試 ⾏ 錯 誤 し な が ら
学 び に 向 き 合 う 姿 を ⾒ て 、伝 え た い と 思 っ た こ と で あ り 、こ の よ う
に 教 員 ⾃ ⾝ が 感 じ た こ と を 素 直 に ⾔ 葉 に し て 返 し た 。 ま た 、「 わ か
ら な い 」状 況 に あ る 不 安 感 な ど の 吐 露 に つ い て も 、そ れ こ そ が 重 要
で あ り 、つ ま り そ れ は 前 進 し て い る 過 程 に あ る の だ と い う こ と を 伝
え 、そ の 歩 み を ⾒ て い る と い う こ と を ⽰ す よ う に し た 。さ ら に 、疑
問 や 質 問 を 積 極 的 に 授 業 に 取 り ⼊ れ た こ と も 、⾃ 分 が ⾔ 葉 に し て 伝
え た こ と は 、意 味 が あ っ た の だ と 実 感 す る こ と に つ な が っ た の で は
な い だ ろ う か 。そ う し た こ と の 積 み 重 ね で 、些 細 な こ と で あ っ て も 、
考 え た こ と や わ か ら な い こ と は ⾔ 葉 に し て 伝 え て み よ う 、伝 え て も
良 い の だ 、 と 思 う 後 押 し に な っ た と 考 え る 。  
  
４ ． 3 対 ⾯ と オ ン ラ イ ン 併 ⽤ の 効 果  

思 考 を 深 め ⾔ 葉 に す る ⼒ を 育 ん で い く た め の こ う し た 「 仕 掛 け 」
に 、 LMS の 活 ⽤ 、 そ し て 対 ⾯ と オ ン デ マ ン ド 授 業 の 併 ⽤ と い っ た
形 は ど の よ う な 効 果 を あ げ て い た の だ ろ う か 。  

ま ず 、 LMS の 活 ⽤ に よ る 利 点 は 数 多 く あ る 。 資 料 の 配 布 や 課 題
の 提 出 管 理 が 容 易 に な る だ け で な く 、学 ⽣ が 理 解 し た こ と や 疑 問 点
の 把 握 と そ の 記 録 が 容 易 に な り 、従 来 に ⽐ べ て フ ィ ー ド バ ッ ク が 充
実 し 、よ り 踏 み 込 ん だ 補 ⾜ 説 明 が で き る よ う に な っ た 。さ ら に ア ウ
ト ラ イ ン や レ ポ ー ト な ど を ク ラ ス 単 位 で 共 有 す る こ と も 容 易 に な
り 、学 ⽣ が 、よ り 多 く の ⽂ 章 に 触 れ て 、ど の よ う な 書 き ⽅ や 表 現 だ
と 読 み や す い の か な ど を 参 考 に し 、 掴 む こ と に つ な が っ て い た 。  
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特 に 「 振 り 返 り 」 を LMS 上 で ⾏ っ た 効 果 は ⼤ き い 。 1 つ ⽬ に 、
紙 よ り も 管 理 し や す く 、ま た 過 去 回 の ⾃ 分 の 記 述 や 教 員 の リ プ ラ イ
も い つ で も 確 認 で き る た め 、教 員 が 意 図 す る 授 業 内 容 の 連 続 性 が 学
⽣ に も 伝 わ り や す く な っ た 。筆 者 は「 振 り 返 り 」へ の リ プ ラ イ と し
て 、「 ⾔ 葉 に す る こ と 」「 ⾃ 分 で 何 か 発 ⾒ し て 掴 む こ と 」を 繰 り 返 し
肯 定 し た 。も ち ろ ん 授 業 の 中 で ⼝ 頭 で も 伝 え た が 、コ メ ン ト 欄 に 残
る こ と で そ の 後 も ⽬ に す る 機 会 が あ っ た は ず で あ る 。 2 つ ⽬ に 、
LMS 上 で は 全 員 の「 振 り 返 り 」が 読 み 合 え る た め 、「 振 り 返 り の 集
合 体 ＝ 学 び の 総 体 」と し て の ⼒ が 発 揮 さ れ る 。他 科 ⽬ の 課 題 も 多 い
中 、毎 回 、全 員 が 全 ⼒ で「 振 り 返 り 」を 書 い て い た わ け で は な い だ
ろ う 。最 低 限 で 短 く ま と め る 回 も 、⻑ く 書 く 回 も あ る 。⼀ つ を ⾒ れ
ば 短 い も の が あ っ て も 、 20 名 分 集 ま っ た 時 、 多 く の 内 容 が カ バ ー
さ れ 、 多 く の 学 び が 浮 か び 上 が る 。「 他 の ク ラ ス メ イ ト の 振 り 返 り
も 読 む こ と が で き た の が 良 い な と 思 い ま し た 」と い う 声 も あ り 、他
者 の「 振 り 返 り 」を 読 む こ と で 、教 員 の 説 明 と は ま た 違 う ⾔ 葉 や ま
と め ⽅ で 授 業 内 容 を さ ら に 理 解 し た り 、考 え た り す る こ と に つ な が
っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

こ れ ら は ⼯ 夫 す れ ば 従 来 の よ う に 紙 で も で き な く は な い だ ろ う 。
し か し 、教 員 も 学 ⽣ も 労 ⼒ を か け ず に 共 有 で き 、い つ で も 参 照 で き
る 形 で 残 せ る と い う の は ⾮ 常 に ⼤ き い 。た だ ⼀ 点 留 意 す べ き こ と と
し て は 、 LMS を 使 ⽤ す る こ と に よ り 提 出 時 間 な ど が ⾒ え 過 ぎ る こ
と で 管 理 意 識 が 厳 し く な っ て し ま う 可 能 性 が あ る と い う こ と だ 。
LMS は 教 員 と 学 ⽣ ⾃ ら の 「 学 習 を 管 理 す る も の 」 で あ る べ き で 、
「 学 ⽣ 管 理 」 の 側 ⾯ が 強 く な っ て は い け な い 。  

次 に 、対 ⾯ と オ ン デ マ ン ド 授 業 の 併 ⽤ に つ い て 考 え て み た い 。他
者 の 存 在 を 強 く 認 識 す る に は 、や は り 物 理 的 に 他 者 を 感 じ ら れ る 場
が ⼤ き く 作 ⽤ す る 。 オ ン ラ イ ン で も ⼯ 夫 次 第 で 不 可 能 で は な い が 、
昨 年 度 の 完 全 オ ン ラ イ ン の 形 で 実 施 し た 結 果 と ⽐ 較 し て も 、グ ル ー
プ ワ ー ク で 他 者 と 学 び 合 う 点 に つ い て は 対 ⾯ 授 業 に 強 み が あ る 。
「 振 り 返 り 」で も 、対 ⾯ で み ん な と 話 し 合 え る 場 が 多 か っ た の が と
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て も 良 か っ た と い う 声 も 少 な く な か っ た 。し か し 、オ ン デ マ ン ド 授
業 を 取 り ⼊ れ た こ と の 効 果 も 実 感 し た 。 そ れ は 、 ⾃ 分 の ペ ー ス で 、
納 得 が ⾏ く ま で 課 題 と 向 き 合 い 、考 え る 時 間 と 場 所 が 確 保 さ れ る と
い う こ と で あ る 。オ ン デ マ ン ド 授 業 で 課 題 に じ っ く り 向 き 合 う こ と
で 、 対 ⾯ 時 の 活 動 の 質 も ⾼ め る こ と が で き る と 感 じ た 。  

そ の 効 果 を 特 に 実 感 し た の が 、要 約 を テ ー マ に し た 回 の オ ン デ マ
ン ド 授 業 で あ る 。そ の 中 で『 基 礎 演 習 ガ イ ド ブ ッ ク 』の 第 1 章 を 読
み 、「 基 礎 演 習 」 の ⽬ 的 を ま と め る と い う 課 題 を 課 し た が 、 こ れ を
通 し て 、授 業 の ⽬ 的 が ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ に し っ か り 伝 わ り 、こ の 授 業 で ⾏ っ
て い る こ と の 意 味 の 理 解 度 が 上 が っ た と 感 じ た 。学 ⽣ が 、こ こ で 学
ぶ こ と は ⾃ 分 の た め に 意 味 の あ る こ と 、今 、そ し て 将 来 の 役 に ⽴ つ
こ と と し て「 基 礎 演 習 」を 位 置 づ け て 取 り 組 む よ う に な っ た 。要 約
す る こ と で ⽂ 意 の 理 解 が 深 ま る の は 当 然 で は あ る が 、そ う し た と こ
ろ ま で 読 み 込 み 、向 き 合 う た め に は 授 業 中 に 時 間 を 設 け て 書 く と い
う の で は ⼗ 分 な 時 間 を 確 保 で き な い 。宿 題 と し て は モ チ ベ ー シ ョ ン
の 維 持 が 難 し い 。そ れ ぞ れ の 集 中 で き る 時 間 、場 所 で 取 り 組 む こ と
が で き る オ ン デ マ ン ド 授 業 だ か ら こ そ の 成 果 で は な い か と 考 え る 。 

他 に も 、レ ポ ー ト の テ ー マ 探 し の 準 備 と し て 個 ⼈ で 振 り 返 っ て ⽂
章 を 書 く と い っ た 内 容 や 、図 書 館 の 情 報 検 索 と い う 、完 成 や 習 得 ま
で に 学 ⽣ 間 で 時 間 差 が ⽣ じ る 活 動 は オ ン デ マ ン ド 授 業 で ⾏ う の に
最 適 で あ っ た と ⾔ え る 。学 ⽣ の オ ン デ マ ン ド 授 業 に 対 す る 意 ⾒ で も
「 各 ⾃ の ⽂ 章 を 書 く 時 間 だ っ た ら オ ン ラ イ ン か オ ン デ マ ン ド だ と
助 か る 」「 オ ン デ マ ン ド の 授 業 は 忙 し い ⼤ 学 ⽣ に と っ て 嬉 し い も の
だ っ た 」「 オ ン デ マ ン ド と 対 ⾯ を 分 け る ⽅ 法 が と て も や り や す か っ
た 」 な ど 好 意 的 な も の が ⾒ ら れ た 。  

課 題 や 授 業 内 容 に 合 わ せ て オ ン デ マ ン ド 形 式 を 組 み 合 わ せ る こ
と に よ り 、課 題 の 定 着 度 や 深 ま り ⽅ が 変 わ る 。ま ず は 個 ⼈ で 落 ち 着
い て 考 え 、深 め て お け た こ と で 、対 ⾯ 授 業 で 他 者 と 意 ⾒ 交 換 を す る
際 の 内 容 の 質 が ⾼ ま る 。⾃ 分 で ⼗ 分 に 向 き 合 え た か ら こ そ 、⾔ 葉 が
出 て く る 。オ ン デ マ ン ド 授 業 で は 対 ⾯ 時 以 上 に 指 ⽰ や 課 題 を わ か り
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や す く 準 備 す る 必 要 が あ る が 、そ れ が で き れ ば 、授 業 内 容 に 応 じ て
対 ⾯ と オ ン デ マ ン ド 授 業 を う ま く 組 み 合 わ せ る こ と で 、⼤ き な 学 習
効 果 が 得 ら れ る と い う ⼿ 応 え が 得 ら れ た 。  
 
お わ り に  
 こ の よ う に 、他 者 の 存 在 を 強 く 意 識 し な が ら 、レ ポ ー ト を 作 成 す
る ⼀ 連 の 活 動 の 中 で 、 学 ⽣ の 思 考 と ⾔ 語 化 す る ⼒ は 育 ま れ て い た 。
こ こ で 重 要 な こ と は 、 学 ⽣ が ⾃ ⾝ の 成 ⻑ を 実 感 し 、「 で き る 」 と い
う ⾃ 信 を 得 て い た こ と で あ る 。そ こ に は グ ル ー プ ワ ー ク で 他 者 と 意
⾒ 交 換 を す る と い う こ と や 「 振 り 返 り 」 な ど で ⾔ 葉 に す る こ と を
徐 々 に 実 践 し て い け る「 仕 掛 け 」が あ り 、対 ⾯ 授 業 の 強 み を ⽣ か し
な が ら オ ン デ マ ン ド 授 業 を 併 ⽤ し 、 LMS に よ っ て 学 び を 積 み 重 ね
て い く と い う 形 が 奏 功 し て い た と ⾔ え る 。こ の 結 果 は 、今 後 の 新 し
い 授 業 の 形 を 考 え る 上 で も ⼤ い に ⼿ 掛 か り に で き る だ ろ う 。  
 た だ 、 あ ら ゆ る 教 育 実 践 に 共 通 し て ⾔ え る よ う に 、 学 ⽣ は ⽇ 々
様 々 な 場 所 で 様 々 な 経 験 を し て お り 、こ の 教 育 実 践 だ け で 完 結 し て
い る わ け で は な い 。新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス が 顕 在 化 さ せ た 様 々 な 社 会
問 題 に 対 し て 、学 ⽣ が よ り 敏 感 に な っ て い る と い う こ と も あ る だ ろ
う 。「 考 え る 」 と い う こ と を 深 め ら れ た 背 景 に は 、 そ う し た こ と も
影 響 し て い る 可 能 性 が あ る 。  
 最 後 に 、 下 の 学 ⽣ の 語 り か ら あ ら た め て 考 え る 。  
 
− レ ポ ー ト を 完 成 さ せ る ま で 、 も っ と い い も の を 作 ろ う 、 も っ と 調 べ て み よ

う 、と 、何 度 も 調 べ 、考 え 、と い う こ と を 繰 り 返 し た の で 、こ の ⼒ を つ け る
こ と が で き た と 思 う 。 ⼀ 度 調 べ た だ け で 満 ⾜ せ ず 、 こ の 問 題 は ど う し た ら
解 決 へ の ⼀ 歩 を 踏 み 出 せ る だ ろ う と 、 何 度 も 考 え 、 ⾃ 分 は こ れ が ⾔ い た い
け ど 、 ど う し た ら 相 ⼿ に わ か り や す く 伝 え る こ と が で き る だ ろ う 悩 ん だ 。  

 
「 も っ と い い も の を 作 ろ う 、 も っ と 調 べ て み よ う 」。 結 局 は 、 学

⽣ が そ う 思 え る よ う な 働 き か け が 授 業 で で き る か ど う か と い う こ
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と で は な い か 。 そ の た め に 、「 仕 掛 け 」 と い う 種 を 撒 く の で あ る 。
ど れ が 、ど の 学 ⽣ に 、い つ 響 く か は わ か ら な い 。し か し だ か ら こ そ 、
で き る だ け た く さ ん 散 り ば め て お く 。  

特 に「 基 礎 演 習 」は 、⼤ 学 で の こ れ か ら の 学 び に 向 か う 姿 勢 を 作
る と こ ろ で あ る 。⼀ ⼈ ⼀ ⼈ が 既 に 問 題 意 識 を 持 っ て い る と い う こ と 、
学 び は 楽 し い も の で あ る と い う こ と 、他 者 と の 出 会 い や 協 働 が 世 界
を 広 げ る と い う こ と 、⼤ 学 の 学 び に 必 要 な ⼒ が つ い た と 実 感 で き る
こ と 、そ う し た こ と を 学 ⽣ に 伝 え ら れ る 教 育 実 践 を 考 え て い き た い 。 
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知 ⾒ を も と に 』 東 信 堂 . 
中 村 ⽂ ⼦ 、 ボ ブ ・ パ イ ク （ 2018）『 研 修 デ ザ イ ン ハ ン ド ブ ッ ク 』

⽇ 本 能 率 協 会 マ ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー . 
 
教 材 ・ 資 料  
宇 野 聖 ⼦ 、 藤 浦 五 ⽉ （ 2016）『 ⼤ 学 ⽣ の た め の 表 現 ⼒ ト レ ー ニ ン

グ あ し か  ア イ デ ア を も っ て 社 会 に つ い て 考 え る （ レ ポ ー ト ・
論 ⽂ 編 ）』、 コ コ 出 版 . 

神 ⽥ 外 語 ⼤ 学 （ 2019）『 基 礎 演 習 ガ イ ド ブ ッ ク （ 第 9 版 ）』．  
「 ラ ー ニ ン グ ・ パ タ ー ン ・ カ ー ド 」  

コ ン テ ン ツ 制 作 ： 慶 応 義 塾 ⼤ 学 SFC 井 庭 崇 研 究 室  
カ ー ド 制 作 ・ 販 売 ： 株 式 会 社 ク リ エ イ テ ィ ブ シ フ ト  

  https://creativeshift .co. jp/product/2391/ 
 
謝 辞  
こ の 教 育 実 践 は 、⼀ つ ⼀ つ の 活 動 に 真 摯 に 向 き 合 い 、そ こ で 受 け 取
っ た こ と を 丁 寧 に ⾔ 葉 に し て 返 し て く れ た 学 ⽣ の 皆 さ ん な く し て
は 実 現 し ま せ ん で し た 。⼀ 緒 に 授 業 を 作 り 上 げ て く れ た こ と に 、⼼
か ら 感 謝 し ま す 。  

2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  25



2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  26



授 業 「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」 の 実 践 報 告  
− 作 成 設 問 と 優 秀 答 案 の 考 察 を 通 じ た  

キ ャ リ ア デ ザ イ ン 教 育 の ⽅ 向 性  
Practical Report of class “Career Development 2Ⅰ ” 

− Proposals for career design education through 
consideration of prepared questions and excellent answers 

 
神 ⽥ 外 語 学 院  ⾮ 常 勤 講 師  

⼩ 林  敦  
Kanda Institute of Foreign Languages, Part-time Lecturer,  

Atsushi Kobayashi 
 
は じ め に  
 本 稿 は 、筆 者 が 奉 職 す る 神 ⽥ 外 語 学 院 で 、2021 年 度 1 学 期（ 4 ⽉
〜 7 ⽉ ） に 担 当 し た 就 職 ・ ⼤ 学 編 ⼊ 学 ・ 海 外 留 学 を 予 定 し て い る 2
年 ⽣ 向 け の 授 業 「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」 の 実 践 報 告 で あ る 。  

最 初 に 、 第 1 章 で は ユ ネ ス コ 「 21 世 紀 教 育 国 際 委 員 会 」 に お け
る「 学 習 の 4 本 柱 」と 授 業「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」の 関 係 性 に つ い て
整 理 す る 。  

次 に 、 第 2 章 で は 「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」、 第 3 章 で
は「 ⾃ ⼰ 啓 発 」、第 4 章 で は「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」、第 5 章
で は「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」に 関 す る 筆 者 の 作 成 設 問 と 学 ⽣ の 優
勝 答 案 の 考 察 を ⾏ う 。  

最 後 に 、こ う し た 考 察 を 通 じ て 、未 来 を 切 り 拓 く た め の キ ャ リ ア
デ ザ イ ン 教 育 の ⽅ 向 性 を 探 究 す る 。  
 
1．  「 学 習 の 4 本 柱 」 と 授 業 「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」 の 関 係 性  

筆 者 は 、ユ ネ ス コ「 21 世 紀 教 育 国 際 委 員 会 」が 1996 年 に ま と め
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た 報 告 書 『 学 習 ： 秘 め ら れ た 宝 』 1で ⽰ さ れ た 【 表 1】「 学 習 の 4 本
柱 」に ⽴ 脚 し て 、「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」の 授 業 内 容 を 設 計 し て い る 。  
 
【 表 1】「 学 習 の 4 本 柱 」  

学 習 の 柱  内 容  
（ 1） Learning to know 
（ 知 る こ と を 学 ぶ ）  

⼗ 分 に 幅 の 広 い ⼀ 般 教 養 を も ち な が
ら 、 特 定 の 課 題 に つ い て は 深 く 学 習 す
る 機 会 を 得 な が ら 「 知 る こ と を 学 ぶ 」
べ き で あ る 。 こ の こ と は ま た 、 教 育 が
⽣ 涯 を 通 じ て 与 え て く れ る あ ら ゆ る
可 能 性 を 利 ⽤ す る こ と が で き る よ う
に 、 い か に 学 ぶ か を 学 ぶ こ と で も あ
る 。  

（ 2） Learning to do 
（ 為 す こ と を 学 ぶ ）  

単 に 職 業 上 の 技 能 や 資 格 を 取 得 す る
だ け で は な く 、 も っ と 広 く 、 多 様 な 状
況 に 対 処 し 、 他 者 と と も に 働 く 能 ⼒ を
涵 養 す る た め に 「 為 す こ と を 学 ぶ 」 の
で あ る 。 こ の こ と は さ ら に 、 ⾃ 分 の ⽣
活 す る 地 域 や 国 に お け る 個 ⼈ 的 な 社
会 経 験 や 仕 事 の 経 験 を 通 し て 、 あ る い
は 学 習 と 労 働 を 交 互 に ⾏ う 過 程 を 通

                                                       
1  『 学 習 ： 秘 め ら れ た 宝 』 は 、 ユ ネ ス コ が 設 置 し た 21 世 紀 教 育 国 際 委 員
会 か ら 1996 年 に 提 出 さ れ た 報 告 書 の 表 題 で あ る 。 報 告 書 は ⽣ 涯 教 育 を 受
け た 提 ⾔ が 取 り ま と め ら れ て い る が 、 特 に 21 世 紀 教 育 国 際 委 員 会 の 掲 げ
た 「 学 習 の 4 本 柱 」 は 今 ⽇ で も 広 く 利 ⽤ さ れ て い る 。 こ の 理 念 は 、 ⼈ 間
の ⽣ 誕 か ら の ⽣ 涯 の 各 時 期 に お け る 教 育 と 学 習 を 関 連 づ け る 垂 直 的 統 合
（ 時 間 的 統 合 ） と 、 成 ⻑ 過 程 で の 横 断 的 な 教 育 と 学 習 機 会 を 関 連 づ け る ⽔
平 的 統 合 （ 空 間 的 統 合 ） と い っ た ⽣ 涯 に わ た る 発 達 的 要 素 を 内 在 し て 、 教
育 と 学 習 の あ り ⽅ を 位 置 づ け て お り 、 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 教 育 の ⽅ 向 性 を 考
え る 上 で の 基 盤 に な る も の で あ る 。  
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し て 、 ⻘ 少 年 が い か に ⾏ 動 す る べ き か
と い う こ と も 意 味 す る の で あ る 。  

（ 3 ） Learning to l ive 
together 
（ 共 に ⽣ き る こ と を 学
ぶ ）  

「 共 に ⽣ き る こ と を 学 ぶ 」 と い う こ と
は 、 ⼀ つ の ⽬ 的 の た め に 共 に 働 き 、 ⼈
間 関 係 の 反 ⽬ を い か に 解 決 す る か を
学 び な が ら 、 多 様 性 の 価 値 と 相 互 理 解
と 平 和 の 精 神 に 基 づ い て 、 他 者 を 理 解
し 、 相 互 依 存 を 評 価 す る こ と で あ る 。  

（ 4） Learning to be 
（ ⼈ 間 と し て ⽣ き る こ と
を 学 ぶ ）  

個 ⼈ の ⼈ 格 を ⼀ 層 発 達 さ せ 、 ⾃ 律 ⼼ 、
判 断 ⼒ 、 責 任 感 を も っ て こ と に 当 た る
こ と が で き る よ う 、「 ⼈ 間 と し て い か
に ⽣ き る か を 学 ぶ 」 の で あ る 。 教 育 は
そ の た め に 、 記 憶 ⼒ 、 推 理 ⼒ 、 美 的 感
覚 、 ⾝ 体 的 能 ⼒ 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
能 ⼒ と い っ た 個 ⼈ の 資 質 の ど の 側 ⾯
を も 無 視 し て は な ら な い 。  

（ 出 所 ） 笹 井 宏 益 ・ 中 村 ⾹ （ 2013）、 p.24 
 
 具 体 的 に は 、【 表 1】「 学 習 の 4 本 柱 」の 趣 旨 を 踏 ま え た 上 で 、筆
者 は 、神 ⽥ 外 語 学 院 に お け る キ ャ リ ア デ ザ イ ン 教 育 の ⼀ 翼 を 担 う 授
業「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」に お い て 、以 下 の よ う な 関 係 性 を 意 識 し て
授 業 内 容 を 設 計 し て い る 。  
 （ 1）Learning to know の 観 点 に つ い て は 、「 企 業 経 営 の 理 論 と 事
例 研 究 」に お い て 、企 業 経 営 の 理 論 の 修 得 を ⾏ い つ つ 、そ の 理 論 を
基 に し て 、⽂ 献 や イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 ⽤ し て 事 例 研 究 を ⾏ い な が ら 、
企 業 の 事 業 戦 略 や 経 営 管 理 を 分 析 す る ⼿ 法 そ の も の を 修 得 す る と
い う 、 学 び ⽅ ⾃ 体 を 学 ⽣ が 学 ぶ こ と に ⼒ 点 を 置 い て い る 。  
 （ 2）Learning to do の 観 点 に つ い て は 、「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」
に お い て 、「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」 で 修 得 し た 企 業 経 営 に 関
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わ る 知 識 を 将 来 の 仕 事 で い か に ⽣ か す か 、ま た 組 織 で い か に ⾏ 動 す
る か と い う こ と を 学 ⽣ に 主 体 的 に 思 考 し て も ら う よ う に 働 き か け
て い る 。  
 （ 3） Learning to l ive together の 観 点 に つ い て は 、「 ⼈ ⽣ 100 年
時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」に お い て 、特 に「 チ ー ム で 働 く ⼒（ チ ー ム ワ
ー ク ）」 を 養 成 す る 上 で 、 他 者 を 理 解 す る た め の 対 話 や 討 論 の ⽅ 法
を 伝 え な が ら 、他 者 を 理 解 す る た め に は 、ま ず ⼰ を 知 ら な け れ ば な
ら な い と い う こ と を 学 ⽣ に 伝 え て い る 。  

（ 4） Learning to be の 観 点 に つ い て は 、「 ⾃ ⼰ 啓 発 」 に お い て 、
「 Learning to be と は 、⾃ ⼰ ⾃ ⾝ に な る と い う こ と で あ り 、⾝ 体 的・
知 的 ・ 情 緒 的 ・ 倫 理 的 統 合 に よ る「 完 全 な ⼈ 間 」の 形 成 が 、教 育 の
基 本 的 ⽬ 標 と 捉 え ら れ て い る 。そ れ は 、⼈ 間 を と り ま く ⼀ 切 の も の
が 、完 全 な ⼈ 間 と な る こ と を 阻 む も の だ か ら で あ る 。例 え ば 、⾁ 体
と 精 神 、 物 質 的 価 値 と 精 神 的 価 値 、 仕 事 と ⽣ 活 な ど の 分 裂 、 ま た 、
社 会 的 格 差 、筋 ⾁ 労 働 と 知 的 労 働 の ⼈ 為 的 対 ⽴ 、イ デ オ ロ ギ ー の 危
機 、神 話 の 崩 壊 な ど が 、パ ー ソ ナ リ テ ィ の 分 裂 を 促 す 要 素 と な る の
で あ る 」（ 笹 井 宏 益 ・ 中 村 ⾹（ 2013）、p.21）こ と を 説 明 し つ つ 、⾃
⼰ 啓 発 と キ ャ リ ア デ ザ イ ン 教 育 の 接 点 を 学 ⽣ に ⼗ 分 に 理 解 し て も
ら う よ う に 努 め て い る 。  

そ こ で 、以 下 で は 授 業「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」で 実 際 に 実 践 し て い
た 講 義 の 順 番 に 、「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」、「 企 業 経 営 の
理 論 と 事 例 研 究 」、「 ⾃ ⼰ 啓 発 」、「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」に 関 す る
作 成 設 問 と 優 秀 答 案 の 考 察 を ⾏ う 。  
 
2．  「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」 に 関 す る 作 成 設 問 と 優 秀 答
案  

最 初 に 、「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」（ 経 済 産 業 省 ）に 依 拠
し て 、「 考 え 抜 く ⼒（ シ ン キ ン グ ）」、「 チ ー ム で 働 く ⼒（ チ ー ム ワ ー
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ク ）」、「 前 に 踏 み 出 す ⼒ （ ア ク シ ョ ン ）」 2に つ い て 筆 者 か ら 概 説 し
た 。  

そ し て 、筆 者 が 作 成 し た 以 下 の 設 問（ 問 1、2、3）に 学 ⽣ に 解 答
し て も ら っ た 。そ の 解 答 の 中 か ら 、内 容 が 当 事 者 ⽬ 線 で 具 体 的 で あ
る こ と 、内 容 に オ リ ジ ナ リ テ ィ が あ り 、⾃ 分 の ⾔ 葉 で 表 現 さ れ て い
る こ と 、内 容 の 実 践 可 能 性 が ⼗ 分 に あ る こ と と い う 評 価 軸 に 即 し て
【 優 秀 答 案 】を 選 出 し た 。尚 、こ こ で の【 優 秀 答 案 】の 学 ⽣ は 、⾃
動 ⾞ 販 売 の 営 業 職 に 内 定 し て い る 同 ⼀ の 学 ⽣ で あ る 。  
 
問 1． あ な た が 企 業 の 新 卒 採 ⽤ ⾯ 接 に お い て 、「 前 に 踏 み 出 す ⼒
（ ア ク シ ョ ン ）」 を 持 っ て い る こ と を ⾯ 接 官 に ア ピ ー ル す る と し
た 場 合 、① ど の よ う な 経 験 や エ ピ ソ ー ド を 話 し て 、② 具 体 的 に ど
の よ う な ⼒ を 持 っ て い る こ と を ア ピ ー ル す る か 、③ そ の 持 っ て い
る ⼒ は 、将 来 企 業 の 仕 事 で ど の よ う に 活 か す こ と が で き る と 考 え
る か 、あ な た の 解 答 を 書 き な さ い 。尚 、⾃ 分 の 関 ⼼ が あ る 企 業 や
将 来 勤 務 し た い と 考 え る 企 業 を 想 定 し て 解 答 を 考 え て 下 さ い 。  
【 優 秀 答 案 】  
私 は 好 奇 ⼼ 旺 盛 で す 。幼 い 頃 か ら 様 々 な こ と に 興 味 を 持 ち 、気 に
な っ た こ と は 何 で も す ぐ に 挑 戦 し て き ま し た 。例 え ば 、私 ⼀ ⼈ で 、
年 齢 も 住 む 地 域 も 違 う ⼈ ば か り が 集 ま る ス キ ー 合 宿 や キ ャ ン プ
に 参 加 し た り 、興 味 の あ る ア パ レ ル の 求 ⼈ を ⾒ つ け る と 、次 の ⽇
に は ⾯ 接 を 受 け 、す ぐ に ア ル バ イ ト を 始 め た り と 、⾃ ら 積 極 的 に
⾏ 動 し て き ま し た 。こ の よ う に 、好 奇 ⼼ を 持 ち 、変 化 を 恐 れ ず ⾏
動 し て き た こ と で 、さ ら に 興 味 の 幅 が 広 が り 、ま た 初 対 ⾯ の ⽅ と

                                                       
2  「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」（ 経 済 産 業 省 ） の 3 つ の 能 ⼒ と 12
の 能 ⼒ 要 素 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
〇 「 考 え 抜 く ⼒ （ シ ン キ ン グ ）」： 課 題 発 ⾒ ⼒ 、 計 画 ⼒ 、 創 造 ⼒  
〇 「 チ ー ム で 働 く ⼒ （ チ ー ム ワ ー ク ）」： 発 信 ⼒ 、 傾 聴 ⼒ 、 柔 軟 性 、 状 況 把
握 ⼒ 、 規 律 性 、 ス ト レ ス コ ン ト ロ ー ル ⼒  
〇 「 前 に 踏 み 出 す ⼒ （ ア ク シ ョ ン ）」： 主 体 性 、 働 き か け ⼒ 、 実 ⾏ ⼒  
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短 期 間 で 継 続 的 に 仲 良 く な る ⼒ が ⾝ に つ い た と 思 っ て い ま す 。こ
の ⼒ は 、チ ー ム と し て 別 の 部 ⾨ の 仕 事 を 理 解 し た 上 で 、お 客 様 を
ワ ク ワ ク さ せ る た め の よ り 良 い お 店 作 り や 、⾃ 動 ⾞ 販 売 の 営 業 ス
タ ッ フ と し て 最 も ⼤ 切 な お 客 様 と 信 頼 関 係 を 築 く た め に 活 か す
こ と が で き る と 考 え ま す 。  

 
問 2． あ な た が 「 キ ャ リ ア 開 発 」 の 授 業 を 担 当 す る ⼤ 学 の 教 員 で
あ る と 仮 定 し て 、学 ⽣ の「 考 え 抜 く ⼒（ シ ン キ ン グ ）」を 養 成 す る
こ と を 教 育 ⽬ 標 と す る 場 合 、① ど の よ う な 期 末 試 験 や レ ポ ー ト の
問 題 を 作 成 す る か 、② そ の 問 題 に 対 し て ど の よ う な 解 答 を 学 ⽣ が
書 い た ら 「 考 え 抜 く ⼒ （ シ ン キ ン グ ）」 が あ る と 評 価 す る か 、 ③
「 考 え 抜 く ⼒（ シ ン キ ン グ ）」は 、将 来 企 業 の 仕 事 で ど の よ う に 活
か す こ と が で き る と 学 ⽣ に 対 し て 説 明 す る か 、あ な た の 解 答 を 書
き な さ い 。尚 、⾃ 分 の 関 ⼼ が あ る 企 業 や 将 来 勤 務 し た い と 考 え る
企 業 を 想 定 し て 解 答 を 考 え て 下 さ い 。  
【 優 秀 答 案 】  
私 は グ ル ー プ ワ ー ク で 、あ る 2 つ の ラ イ バ ル 企 業 の 社 員 に な り き
っ た 討 論 を し て も ら い 、担 当 企 業 と ラ イ バ ル 企 業 の 気 づ き を レ ポ
ー ト で 提 出 し て も ら う こ と を 期 末 試 験 と し ま す 。そ の 中 で 、担 当
企 業 に は な い ラ イ バ ル 企 業 か ら 真 似 す べ き ⾜ り な い と こ ろ や 、具
体 的 な キ ャ リ ア プ ラ ン ま で 書 け て い る と 、 広 い 視 野 で 物 事 を ⾒
て 、改 善 し な が ら ⾼ み を ⽬ 指 せ る 考 え 抜 く ⼒ が あ る ⼈ だ と 評 価 し
ま す 。こ の ⼒ は 、若 者 の ⾞ 離 れ に よ っ て 益 々 競 争 が 激 し く な っ て
い る ⾃ 動 ⾞ 業 界 で 、ど の よ う な ア プ ロ ー チ で オ ー ナ ー 様 を 増 や し
て い く の か と い う ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の お 客 様 に 合 っ た 接 客 や ⾞ の 提 供 に
活 か す こ と が で き る と 考 え ま す 。  

 
問 3． あ な た が 企 業 で 複 数 の 部 下 を 持 つ ⽴ 場 の マ ネ ー ジ ャ ー で あ
る と 仮 定 し て 、「 チ ー ム で 働 く ⼒（ チ ー ム ワ ー ク ）」を 持 つ よ う に
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部 下 を 育 成 す る と し た 場 合 、 ① OJT（ オ ン ・ ザ ・ ジ ョ ブ ・ ト レ ー
ニ ン グ ）で 部 下 に 対 し て ど の よ う な 指 導 を す る か 、② 企 業 内 で の
⼈ 材 育 成 研 修 で ど の よ う な 研 修 プ ロ グ ラ ム を 設 計 す る か 、③ OJT
や ⼈ 材 育 成 研 修 を 通 し て 、部 下 が ど の よ う な レ ベ ル に 到 達 し た ら
「 チ ー ム で 働 く ⼒ （ チ ー ム ワ ー ク ）」 を 部 下 が 持 っ て い る と 評 価
す る か 、あ な た の ア ル バ イ ト 経 験 、中 ⾼ 時 代 の ⽣ 徒 会 や 部 活 な ど
の 経 験 を 踏 ま え て 、あ な た の 解 答 を 書 き な さ い 。尚 、⾃ 分 の 関 ⼼
が あ る 企 業 や 将 来 勤 務 し た い と 考 え る 企 業 を 想 定 し て 解 答 を 考
え て 下 さ い 。  
【 優 秀 答 案 】  
全 体 の 意 ⾒ に し っ か り と ⽿ を 傾 け 、反 対 意 ⾒ で あ っ て も 否 定 の ⾔
葉 を 使 わ な い こ と を 指 導 し ま す 。そ の た め に 、企 業 内 で 違 う 職 種
の ⼈ 同 ⼠ が 集 ま っ て 、⼀ つ の 課 題 に 取 り 組 む と い う 研 修 プ ロ グ ラ
ム を 設 計 し 、ど ち ら か が 妥 協 す る の で は な く 、ど ち ら も 賛 成 で き
る 解 決 策 を 考 え ら れ る か と い う と こ ろ を 評 価 し ま す 。私 は 、中 学
時 代 に 3 年 間 、バ レ ー ボ ー ル 部 に 所 属 し て お り 、部 ⻑ と 下 級 ⽣ で
意 ⾒ が 対 ⽴ し た 時 は 、ど ち ら の 意 ⾒ も 聞 い た 上 で 、⾔ 葉 を 補 っ て
説 明 し た り 、別 の ア イ デ ア を 提 案 し た り と 架 け 橋 の よ う な 働 き を
意 識 し て 取 り 組 み 、チ ー ム の 良 い 雰 囲 気 に 貢 献 し て き ま し た 。私
も 貴 社 の 社 是 に あ り ま す よ う に 、チ ー ム 全 体 の 社 員 満 ⾜ を ⾼ め る
こ と が 、更 な る お 客 様 満 ⾜ に つ な が る と 考 え ま す の で 、相 ⼿ を 否
定 し な い ポ ジ テ ィ ブ な 発 ⾔ を 指 導 し ま す 。  

 
【 優 秀 答 案 】に つ い て 、問 1 の「 前 に 踏 み 出 す ⼒（ ア ク シ ョ ン ）」

で は 、範 囲 を 限 定 せ ず に 主 体 的 に 動 く ⼒ を 有 し て お り 、多 様 な ⼈ た
ち と の 繋 が り を ⼤ 切 に し な が ら 、異 ⽂ 化 集 団 に ⾶ び 込 む よ う な 働 き
か け ⼒ も 磨 い て き た 経 験 を 踏 ま え て 、将 来 勤 務 す る 予 定 の 企 業 で も
⾼ い 志 を も っ て や り 切 る 実 ⾏ ⼒ を 発 揮 で き る と 思 料 さ れ る ⾏ 動 ⼒
を ⾼ く 評 価 し た 。  

問 2 の 「 考 え 抜 く ⼒ （ シ ン キ ン グ ）」 で は 、 担 当 企 業 と ラ イ バ ル
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企 業 の 討 論 と ⽐ 較 レ ポ ー ト と い う 期 末 試 験 を 通 じ て 、両 企 業 に 関 す
る 経 営 課 題 の 発 ⾒ ⼒ 、キ ャ リ ア プ ラ ン と い う 未 来 を 予 想 す る 計 画 ⼒ 、
業 界 の 外 部 環 境 下 で の 顧 客 ニ ー ズ と い う 価 値 判 断 ⼒ を 兼 ね 備 え た
顧 客 創 造 ⼒ を ⾼ め る こ と が で き る と 思 料 さ れ る 思 考 ⼒ を ⾼ く 評 価
し た 。  

問 3 の 「 チ ー ム で 働 く ⼒ （ チ ー ム ワ ー ク ）」 で は 、 発 信 ⼒ と 傾 聴
⼒ を 重 視 し た OJT や 柔 軟 性 と 状 況 把 握 ⼒ を ⾼ め る 研 修 プ ロ グ ラ ム
を 設 計 し て お り 、 培 っ て き た ス ト レ ス コ ン ト ー ル ⼒ を 有 し な が ら 、
将 来 勤 務 す る 予 定 の 企 業 で も ⾼ い 倫 理 観 を 備 え 、正 し い 選 択 を す る
規 律 性 を 持 っ て 仕 事 が で き る と 思 料 さ れ る 協 働 ⼒ を ⾼ く 評 価 し た 。 
 
3．  「 ⾃ ⼰ 啓 発 」 に 関 す る 作 成 設 問 と 優 秀 答 案  

次 に 、「 ⾃ ⼰ 啓 発 」 に 関 し て 、（ 1）「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」、
（ 2）「 ⾝ 近 な 愛 に 気 づ く 」こ と の ⼤ 切 さ に つ い て 、ワ タ ナ ベ 薫（ 2021）
に 依 拠 し て 筆 者 か ら 概 説 し た 3。  

具 体 的 に は 、（ 1）「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」 で は 、 ゆ っ く り 動
い て 精 神 を 安 定 さ せ る た め に 、忙 し い と き こ そ 、美 し い も の を ⾒ る
べ き で あ る 、⾏ 動 を 変 え れ ば ⼼ も 変 わ る 、優 雅 を 意 識 し て み る 、余
裕 を 持 て ば 正 し い 判 断 が で き る よ う に な る こ と を 説 明 し た 。  

ま た 、（ 2）「 ⾝ 近 な 愛 に 気 づ く 」で は 、エ ー リ ッ ヒ・フ ロ ム（ 2020）
に 依 拠 し て 、 周 囲 と の 関 係 性 の 中 で 育 む 愛 の ⼤ 切 さ を 説 く た め に 、
                                                       
3  「 ⾃ ⼰ 啓 発 」 に 関 し て は 、 美 容 、 健 康 、 メ ン タ ル 、 ⾃ ⼰ 啓 発 、 成 功 哲 学
な ど 、 ⼥ 性 が 内 ⾯ と 外 ⾯ の 両 ⽅ か ら 綺 麗 に な る ⽅ 法 を 発 信 し て い る メ ン タ
ル コ ー チ や 複 数 の 企 業 を 経 営 し て い る 実 業 家 と し て の 経 験 や 実 践 を 踏 ま え
て 執 筆 さ れ て い る ワ ー ク ブ ッ ク 形 式 の ワ タ ナ ベ 薫 （ 2021） に 依 拠 し て 、
「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」「 ⾃ 尊 ⼼ と 主 体 性 を 持 つ 」「 本 当 の 思 い や り を
知 る 」「 慎 み と い う 美 し さ を ⼿ に ⼊ れ る 」「 謙 虚 で い る 」「 教 養 を ⾝ に つ け
洞 察 ⼒ を 磨 く 」「 ⼈ と の 違 い を 受 け ⼊ れ る 」「 品 格 あ る お ⾦ の 遣 い ⽅ を す
る 」「 徳 を 積 む 習 慣 を ⾝ に つ け る 」 を テ ー マ に 概 説 し た が 、 本 稿 で は 学 ⽣
の 反 響 が ⼤ き か っ た （ 1）「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」、（ 2）「 ⾝ 近 な 愛 に
気 づ く 」 の 2 つ の テ ー マ を 取 り 上 げ る こ と に す る 。  
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家 族 愛 、異 性 愛 、⾃ ⼰ 愛 、友 情 愛 、無 条 件 の 愛 な ど 様 々 な 愛 の カ タ
チ に 触 れ な が ら 、「 愛 と は 、 特 定 の ⼈ 間 に 対 す る 関 係 で は な い 。 愛
の ひ と つ の「 対 象 」に 対 し て で は な く 、世 界 全 体 に 対 し て ⼈ が ど う
関 わ る か を 決 定 す る 態 度 で あ り 、 性 格 の ⽅ 向 性 の こ と で あ る 」（ エ
ー リ ッ ヒ ・ フ ロ ム （ 2020）、 p.76） と い う 含 蓄 の あ る ⾔ 葉 を 紹 介 し
た 。 さ ら に 、「 愛 と は 感 情 の も の だ が 、 周 り へ の 配 慮 を 忘 れ ず 、 理
性 的 に 考 え る た め に は 、⼈ 間 と し て 成 熟 し て い る こ と が 必 要 で あ る 」
（ ワ タ ナ ベ 薫 （ 2021）、 p.121） こ と を 踏 ま え て 、「 愛 す る 者 の ⽣ 命
と 成 ⻑ を 積 極 的 に 気 に か け る こ と で あ る 。こ の 積 極 的 な 配 慮 の な い
と こ ろ に 愛 は な い 」（ エ ー リ ッ ヒ ・ フ ロ ム（ 2020）、p.47）と い う 趣
深 い ⾔ 葉 も 紹 介 し て 、 愛 に 対 す る 認 識 を 深 め て も ら っ た 。  

そ し て 、 筆 者 が 作 成 し た 以 下 の 設 問 （ 問 4、 5） に 学 ⽣ に 解 答 し
て も ら っ た 。そ の 解 答 の 中 か ら 、神 ⽥ 外 語 グ ル ー プ の 建 学 の 理 念 で
あ る「 ⾔ 葉 は 世 界 を つ な ぐ 平 和 の 礎 」に お け る “⾔ 葉 を 紡 ぐ ⼤ 切 さ ”
や “⼼ に 刺 さ る ⾔ 葉 の パ ワ ー ”が あ る こ と と い う 評 価 軸 に 即 し て【 優
秀 答 案 】を 選 出 し た 。尚 、こ こ で の【 優 秀 答 案 】の 学 ⽣ は 、就 職 活
動 を ⾏ っ て 内 定 し て い る 学 ⽣ や 国 内 の ⼤ 学 へ の 編 ⼊ 学 を 志 望 し て
い る 学 ⽣ で あ る 。  

 
（ 1）「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」  
問 4． ⾝ 近 な ⼈ で も 芸 能 ⼈ で も 、 余 裕 の あ る ⽴ ち 居 振 る 舞 い を す
る ロ ー ル モ デ ル（ 模 範 ）と し た い ⼈ を ⼀ ⼈ 挙 げ て 下 さ い 。そ の ⼈
の ど の よ う な 点 か ら 余 裕 を 感 じ ま す か ？ あ な た の 解 答 を 書 き な
さ い 。  
【 優 秀 答 案 】  
私 の ロ ー ル モ デ ル は 、所 属 学 科 の 先 ⽣ で す 。先 ⽣ は 、⾝ だ し な み 、
話 し ⽅ 、 表 情 な ど は も ち ろ ん 、 常 に 所 属 学 科 の 学 ⽣ の 模 範 で す 。
ま た 、先 ⽣ の 考 え ⽅ は 、多 く の 学 ⽣ を 勇 気 づ け 、⾃ 信 を 持 た せ て
く れ ま す 。 な か で も 、 主 体 変 容 （ ⼈ の せ い 、 環 境 の せ い に せ ず 、
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⾃ 分 が ⼯ 夫 す る こ と で 幸 せ を 創 る こ と ）は 、私 の 考 え ⽅ を 変 え ま
し た 。新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 で 希 望 す る 業 界 の 採 ⽤ が ⾒ 送 ら
れ た こ と で 、ネ ガ テ ィ ブ に 考 え て し ま う こ と が た く さ ん あ り ま し
た が 、考 え ⽅ ⼀ つ 変 え る こ と で 幸 せ に な れ る の だ と 気 づ く こ と が
で き ま し た 。  

  
（ 2）「 ⾝ 近 な 愛 に 気 づ く 」  
問 5．ち ょ っ ぴ り ま せ た ⼩ 学 ⽣ の 男 の ⼦ や ⼥ の ⼦ に「 愛 っ て 何 ？ 」
と 聞 か れ た ら 、あ な た は ど の よ う に 解 答 し ま す か ？ あ な た の 解 答
を 書 き な さ い 。  
【 優 秀 答 案 ① 】  
⼼ と ⼼ で つ な が っ て い る こ と が 愛 だ と 思 う な 。全 部 を ⾔ 葉 で 表 さ
な く て も 、 お 互 い に 感 じ る こ と が で き て 、 相 ⼿ に 期 待 し な い で 、
気 持 ち を 求 め す ぎ な い も の が 愛 だ と 思 う よ 。私 が 考 え る 恋 と 愛 を
⽐ べ て み る と 、恋 は 楽 し い け れ ど 、た ま に は 切 な い も の 。だ け ど 、
愛 は ⾃ 分 か ら 相 ⼿ に タ ダ で 与 え る も の と 考 え る か ら 、楽 し い も 悲
し い も ⾊ 々 な 感 情 が 混 じ る こ と は 少 な い と 思 う ん だ よ ね 。好 き と
い う 気 持 ち だ け で 関 係 が 保 て る の が 恋 で 、好 き と い う 気 持 ち だ け
で は 関 係 を 保 て な い の が 愛 だ と 思 う よ 。  
【 優 秀 答 案 ② 】  
⾃ 分 に は 無 い と こ ろ 、 い い な と 思 え る と こ ろ に ⽬ を 向 け て み よ
う 。ま ず は 相 ⼿ を 知 る こ と が 最 初 の ⼀ 歩 に 繋 が る よ 。⾃ 分 に と っ
て ⼀ 番 ⾝ 近 な ⼈ を ⼤ 切 に し て み よ う 。相 ⼿ は ど う 思 う か 、ど う し
た ら 相 ⼿ が 考 え る か 、相 ⼿ の ⽴ 場 に ⽴ っ て 考 え て み よ う 。こ こ で
⼤ 事 な こ と は「 ⾃ 分 が や っ た か ら 、相 ⼿ に も そ う し て 欲 し い 」と
思 わ な い こ と 。愛 と い う も の は 、必 ず 相 ⼿ か ら 返 っ て く る と い う
も の で は な い ん だ 。例 え ば 、⾃ 分 が お 気 に ⼊ り の ⾦ ⿂ を 迎 え た と
す る 。⾃ 分 は そ の ⾦ ⿂ が ⼤ 事 だ か ら 餌 も ⽋ か さ ず 与 え る し 、時 に
は 話 か け た り す る か も し れ な い 。そ の 時 、⾦ ⿂ は 君 に お 礼 の お 菓
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⼦ を く れ る わ け で も な い し 、「 あ り が と う 」と も ⾔ わ な い 。そ れ で
も 君 は ⾦ ⿂ を ⼤ 切 に し た い と 思 う 。そ れ と 同 じ 。愛 は「 ⼤ 切 に し
た い 」 と い う ⾃ 分 か ら の 意 思 か ら ⽣ ま れ る も の な ん だ と 答 え ま
す 。  

 
 【 優 秀 答 案 】 に つ い て 、（ 1）「 余 裕 の あ る 時 間 を 過 ご す 」 で は 、
ロ ー ル モ デ ル を 挙 げ て も ら っ た が 、ロ ー ル モ デ ル と は 、企 業 の 職 場
に お い て は「 社 員 が 将 来 に お い て ⽬ 指 し た い と 思 う 、模 範 と な る 存
在 で あ り 、そ の ス キ ル や 具 体 的 な ⾏ 動 を 学 ん だ り 模 倣 を し た り す る
対 象 と な る ⼈ 材 」（ 厚 ⽣ 労 働 省 （ 2013）、 p.4） を 指 す 。 特 に 、 キ ャ
リ ア デ ザ イ ン に お い て 、⼥ 性 社 員 の 活 躍 を 推 進 す る 観 点 か ら 、メ ン
タ ー 制 度 4の 導 ⼊ と 合 わ せ て ロ ー ル モ デ ル の 普 及 が 重 要 で あ る 。 設
問（ 問 4）で は 余 裕 の あ る ⽴ ち 居 振 る 舞 い を す る ロ ー ル モ デ ル を 挙
げ て も ら っ た が 、毎 回 の 授 業 で は 様 々 な テ ー マ か ら ロ ー ル モ デ ル を
挙 げ て も ら っ た 結 果 、祖 ⽗ ⺟ 、両 親 、ア ル バ イ ト 先 の 上 司 以 外 で は 、
筆 者 を 含 む 神 ⽥ 外 語 学 院 の 教 員 を 挙 げ る 学 ⽣ も 相 当 数 い た 。  

こ の ロ ー ル モ デ ル に 関 し て 、今 後 の 授 業 に お い て は 学 ⽣ に 対 し て 、
① キ ャ リ ア を 形 成 し て い く 過 程 で ど の よ う な 課 題 が あ る か を 抽 出
さ せ る 、② そ の 課 題 を 解 決 す る た め に 必 要 に な る ロ ー ル モ デ ル を 考
え さ せ る 、③ こ の ロ ー ル モ デ ル と な る ⼈ 材 は 具 体 的 に 誰 に な る の か
を 選 定 し て も ら う 、④ そ の 選 定 さ れ た ロ ー ル モ デ ル と な る ⼈ 材 の ⾏
動 や 考 え ⽅ を 観 察・分 析 さ せ て ⼀ 般 化 し て も ら う 、⑤ こ の ロ ー ル モ
デ ル と な る ⼈ 材 の 観 察・分 析 か ら ⼀ 般 化 さ れ た ⾏ 動 技 術 を 実 践 し て
も ら う 、⑥ そ の 実 践 を 内 省 さ せ る 、と い う よ う な ロ ー ド マ ッ プ を 筆
者 は 描 い て い る 。  
                                                       
4  メ ン タ ー 制 度 と は 、「 豊 富 な 知 識 と 職 業 経 験 を 有 し た 社 内 の 先 輩 社 員
（ メ ン タ ー ） が 、 後 輩 社 員 （ メ ン テ ィ ） に 対 し て ⾏ う 個 別 ⽀ 援 活 動 の こ と
で あ り 、 キ ャ リ ア 形 成 上 の 課 題 解 決 を 援 助 し て 個 ⼈ の 成 ⻑ を ⽀ え る と と も
に 、 職 場 内 で の 悩 み や 問 題 解 決 を サ ポ ー ト す る 役 割 を 果 た す 」（ 厚 ⽣ 労 働
省 （ 2013）、 p.3）。  
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 ま た 、（ 2）「 ⾝ 近 な 愛 に 気 づ く 」 で は 、 企 業 経 営 に お け る 利 害 関
係 者 （ ス テ ー ク ホ ル ダ ー ） と し て の 株 主 、 顧 客 、 従 業 員 、 取 引 先 、
地 域 社 会 な ど と の 関 係 性 の 中 で 育 む 愛 と い う 、授 業「 キ ャ リ ア 開 発
2Ⅰ 」の テ キ ス ト で あ る 坂 本 光 司（ 2020）で 取 り 上 げ ら れ て い る「 ⼈
を ⼤ 切 に す る い い 会 社 」や「 ⼈ が 幸 せ を 感 じ る い い 会 社 」の 事 例 を
読 み 解 く 上 で の 鍵 概 念 を 予 備 的 に 考 察 す る た め に 、設 問（ 問 5）で
は 愛 の 本 質 を 掴 ん で も ら う と い う 出 題 意 図 も あ っ た 。恋 と 愛 の 差 異 、
返 報 性 の 原 理 5に 基 づ く 愛 に つ い て の ⾔ 及 や そ の 否 定 な ど 多 様 な 解
答 が あ っ た が 、 出 題 意 図 は 達 成 で き た と 評 価 し て い る 。  
 
4．  「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」 に 関 す る 作 成 設 問 と 優 秀 答 案  

続 い て 、企 業 経 営 に お け る 戦 略 を 実 ⾏ す る た め の「 オ ペ レ ー シ ョ
ン の マ ネ ジ メ ン ト 」6に 関 し て 、【 表 2】「 オ ペ レ ー シ ョ ン に 内 包 さ れ
る 組 織 能 ⼒ を 測 定 す る た め の 4 つ の モ ノ サ シ 」 に つ い て 、 遠 藤 功
（ 2021） に 依 拠 し て 筆 者 か ら 概 説 し た 。  

 
【 表 2】「 オ ペ レ ー シ ョ ン に 内 包 さ れ る 組 織 能 ⼒ を 測 定 す る た め の
4 つ の モ ノ サ シ 」  

                                                       
5  返 報 性 の 原 理 と は 、 ⼈ は 他 ⼈ か ら 何 ら か の 施 し を 受 け た 場 合 に 、 お 返 し
を し な け れ ば な ら な い と い う 感 情 を 抱 く ⼼ 理 で あ る 。 こ こ か ら 恋 愛 ⼼ 理 で
活 ⽤ で き る テ ク ニ ッ ク と し て 、「 好 意 の 返 報 性 」 が あ り 、 ⼈ か ら 「 好 き 」
「 愛 し て い る 」 と い う 好 意 を 伝 え ら れ る と 、 ⾃ 分 も 同 じ よ う に 好 意 と し
て 、「 好 き 」「 愛 し て い る 」 を 返 し た く な る 法 則 を 指 す 。  
6  「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」 に 関 し て は 、 遠 藤 功 （ 2021） に 依 拠 し
て 、「 戦 略 の マ ネ ジ メ ン ト 」「 マ ー ケ テ ィ ン グ の マ ネ ジ メ ン ト 」「 組 織 の マ
ネ ジ メ ン ト 」「 ⼈ 材 の マ ネ ジ メ ン ト 」「 資 ⾦ の マ ネ ジ メ ン ト 」「 オ ペ レ ー シ
ョ ン の マ ネ ジ メ ン ト 」「 成 ⻑ と 再 ⽣ の マ ネ ジ メ ン ト 」 に 関 す る 企 業 経 営 の
理 論 を 概 説 し た が 、 本 稿 で は 坂 本 光 司 （ 2020） で 取 り 上 げ ら れ て い る 企
業 の 事 例 研 究 と 組 み 合 わ せ て 考 察 さ せ る こ と で 効 果 的 な 学 習 機 会 に な っ た
と 評 価 し て い る 「 オ ペ レ ー シ ョ ン の マ ネ ジ メ ン ト 」 を 取 り 上 げ る こ と に す
る 。  
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（ 1） ス ピ ー ド  ス ピ ー ド は 現 代 の 企 業 経 営 に お け る 最 ⼤ の 優
位 性 の ⼀ つ で あ る 。 代 表 例 と し て 、 製 造 業 に お
け る 納 ⼊ リ ー ド タ イ ム や 新 製 品 の 開 発 リ ー ド
タ イ ム 、サ ー ビ ス 業 に お け る 顧 客 対 応 の ス ピ ー
ド な ど が 挙 げ ら れ る 。  

（ 2） 品 質  業 務 上 の 失 敗 や ミ ス 、漏 れ と い っ た 業 務 品 質 の
劣 化 が な い よ う に 、業 務 連 鎖 全 体 の 品 質 向 上 を
実 現 す る こ と が 、コ ス ト ダ ウ ン と 顧 客 満 ⾜ 度 の
向 上 に つ な が る 。  

（ 3） コ ス ト  ム ダ ・ ム ラ ・ ム リ を 徹 底 的 に 排 除 し 、 業 務 連 鎖
全 体 で 経 済 合 理 性 を 追 求 し 、コ ス ト 競 争 ⼒ を 確
保 す る こ と が オ ペ レ ー シ ョ ン の ⼤ き な 役 割 で
あ る 。  

（ 4） 持 続 性  オ ペ レ ー シ ョ ン を 常 に 進 化 さ せ 、よ り ⾼ 度 な も
の に す る た め に は 粘 り 強 く 、継 続 す る と い う 企
業 ⾵ ⼟ を つ く り 上 げ る こ と が 肝 要 で あ る 。  

（ 出 所 ） 遠 藤 功 （ 2021）、 pp.242-243 を 基 に 筆 者 作 成  
 

そ し て 、筆 者 が 作 成 し た 設 問（ 問 6）に 学 ⽣ に 解 答 し て も ら っ た 。
そ の 解 答 の 中 か ら 、【 表 2】 を 踏 ま え て 的 確 な 事 例 研 究 を ⾏ っ て 考
察 を 加 え て い る こ と と い う 評 価 軸 に 即 し て【 優 秀 答 案 】を 選 出 し た 。
尚 、こ こ で の【 優 秀 答 案 】の 学 ⽣ は 、就 職 活 動 を ⾏ っ て 内 定 し て い
る 学 ⽣ や 海 外 の ⼤ 学 へ の 留 学 を 志 望 し て い る 学 ⽣ で あ る 。  
 
問 6．坂 本 光 司（ 2020）7に 掲 載 さ れ て い る「 ⽣ 活 協 同 組 合 コ ー プ

                                                       
7  「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」 に 関 し て は 、 坂 本 光 司 （ 2020） に 依 拠
し て 、「 陰 ⼭ 建 設 株 式 会 社 」「 昭 和 測 器 株 式 会 社 」「 フ ジ イ コ ー ポ レ ー シ ョ
ン 株 式 会 社 」「 NPO 法 ⼈ 六 星 ・ ウ イ ズ 」「 有 限 会 社 ツ マ ガ リ 」「 出 雲 ⼟ 建 株
式 会 社 」「 ⽣ 活 協 同 組 合 コ ー プ み や ざ き 」 に 関 す る 事 例 研 究 を ⾏ っ た が 、
本 稿 で は 遠 藤 功 （ 2021） で 取 り 上 げ ら れ て い る 企 業 経 営 の 理 論 と 組 み 合
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み や ざ き 」の 事 例（ pp.220-251）と 以 下 の 補 ⾜ 資 料（ 1）（ 2）を 読
ん で 、苦 戦 す る 国 内 の ⼩ 売 店・ス ー パ ー が 多 い 中 、「 ⽣ 活 協 同 組 合
コ ー プ み や ざ き 」 が 売 上 を 伸 ば せ て い る 秘 訣 は 何 か 、【 表 2】「 オ
ペ レ ー シ ョ ン に 内 包 さ れ て い る 組 織 能 ⼒ を 測 定 す る た め の 4 つ
の モ ノ サ シ 」 の 観 点 か ら 、 あ な た の ⾒ 解 を ま と め な さ い 。  
補 ⾜ 資 料 （ 1）「 コ ー プ み や ざ き 」 の め ざ す こ と と 基 本 的 考 え ⽅  
http://www.miyazaki.coop/information/pdf/kihon.pdf 
補 ⾜ 資 料 （ 2） 基 本 的 考 え ⽅ を さ さ え る キ ー ワ ー ド  
http://www.miyazaki.coop/information/pdf/keyword.pdf  
【 優 秀 答 案 ① 】  
（ 1） ス ピ ー ド  
素 直 に 観 る 、 素 直 に 聴 く 、 素 直 に 考 え る 、 素 直 に 実 践 す る 、 素 直
に ふ り か え る 。考 え 過 ぎ る の で は な く 、あ く ま で そ の フ ァ ー ス ト
イ ン プ レ ッ シ ョ ン で 感 じ た こ と を 発 信 し て い く こ と が こ の 素 直
と い う ⾔ 葉 に 含 ま れ て い る と 思 い ま す 。こ の た め 、よ り ⼈ 間 味 の
あ る ス ロ ー ガ ン が よ り 早 く 仕 事 に 活 か せ ら れ て い る と 思 い ま す 。 
（ 2） 品 質  
売 る ⽴ 場 で は な く 、買 う ⽴ 場 に ⽴ っ て 、組 合 員 さ ん が 暮 ら し の 中
で 欲 し い 商 品 (サ ー ビ ス )を 、 気 持 ち よ く 買 え る (利 ⽤ で き る )よ う
に す る の が 基 本 的 使 命 。ど こ に 満 ⾜ し ど こ に 満 ⾜ し て い な い か を
常 に 観 続 け 、聴 き 続 け 、応 え 続 け て い く こ と が 、将 来 の 本 来 あ る
べ き 姿 で あ る と 思 い ま す 。そ れ を う ま く 実 現 で き て い る の が コ ー
プ み や ざ き で す 。  
（ 3） コ ス ト  
組 合 員 さ ん の 財 産 を 運 ⽤ し 、事 業 に よ っ て 剰 余 を 確 保 し 、事 業 を
再 ⽣ 産 し て い く 責 任 。社 員 の ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ が ⼋ 百 屋 の お じ さ ん 、お か
み さ ん の よ う な 経 営 意 識 を も つ こ と が 、ほ か に は な い ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ に

                                                       
わ せ て 分 析 ・ 考 察 さ せ る こ と で 効 果 的 な 学 習 機 会 に な っ た と 評 価 し て い る
「 ⽣ 活 協 同 組 合 コ ー プ み や ざ き 」 の 事 例 研 究 を 取 り 上 げ る こ と に す る 。  
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責 任 感 が 問 わ れ る よ う な 役 割 で あ る 点 が 他 の 商 店 に は な い 仕 組
み だ と 思 い ま す 。  
（ 4） 持 続 性  
掃 除 や 気 持 ち の 良 い 挨 拶 な ど 誰 に も で き る こ と を 積 み 重 ね 、温 か
い 中 に も し ま り の あ る ⾵ ⼟ が あ る こ と 。難 し い も の か ら 続 け よ う
と す る の で は な く 、簡 単 な こ と の 積 み 重 ね で 組 合 員 の ⽅ 々 の 社 会
共 ⽣ の 認 識 を ⾏ な っ て い る と 思 い ま す 。  
【 優 秀 答 案 ② 】  
（ 1） ス ピ ー ド  
お 客 様 か ら 上 が っ た 意 ⾒ を す ぐ に 忠 実 に 反 映 さ せ る 柔 軟 さ や ト
ラ ブ ル 対 応 や お 客 様 の 要 望 に 対 応 す る 際 、い つ 、ど こ で も 、誰 で
も ⾏ え る 点 が 他 の 企 業 よ り ル ー ル や 規 則 以 上 に お 客 様 を 第 ⼀ に
考 え て い る 社 ⾵ が ⾒ え る 。  
（ 2） 品 質  
お 客 様 が 望 む 商 品 を 購 ⼊ で き る よ う に す る だ け で な く 、安 ⼼ ・ 安
全 の 商 品 を 追 求 し 続 け な が ら そ の ニ ー ズ に 応 え て い る 。ま た 、時
代 や 状 況 に 合 わ せ て 常 に ベ ス ト な 商 品 を 納 得 し て 購 ⼊ し て も ら
え る よ う に 努 ⼒ が な さ れ て い る 。  
（ 3） コ ス ト  
経 営 者 な ど の 理 事 の み に 利 益 が 回 る の で は な く 、組 合 ⼈ や 職 員 へ
分 配 し た り 、将 来 に 備 え て 内 部 留 保 し た り す る な ど し て 、安 定 的
な 利 益 を ⽣ み 出 す こ と を 可 能 と し て い る と 感 じ た 。  
（ 4） 持 続 性  
お 客 様 に は ⽣ 協 が く ら し に 役 ⽴ つ 存 在 で あ り 、職 員 に は 楽 し い 職
場 を 提 供 し 、お 取 引 先 に も 丁 寧 に お 客 様 の 意 ⾒ を 伝 え て 続 け る な
ど 、コ ー プ み や ざ き が お 花 畑 の よ う な 存 在 で 、「 組 合 員 さ ん 」「 お
取 引 先 」「 職 員 」 と い っ た 関 わ る ⼈ が 蝶 の よ う に 集 ま る よ う な 環
境 づ く り を し て い る た め 、こ の し っ か り 構 築 さ れ た 関 係 が 壊 れ な
い 限 り よ り 成 ⻑ す る こ と が 可 能 で あ る と 考 え る 。  
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 【 優 秀 答 案 】 に つ い て 、「 オ ペ レ ー シ ョ ン に 内 包 さ れ る 組 織 能 ⼒
を 測 定 す る た め の 4 つ の モ ノ サ シ 」に 基 づ く「 ⽣ 活 協 同 組 合 コ ー プ
み や ざ き 」の 事 例 研 究 を 通 じ て 、オ ペ レ ー シ ョ ン と は 企 業 活 動 の 基
盤 と な る 業 務 連 鎖（ 仕 事 の 繋 が り ）で あ る こ と を 把 握 し 、企 業 活 動
は 部 ⾨ や 組 織 の 壁 を 超 え た 共 同 作 業 に よ っ て 成 り ⽴ つ こ と や 仕 事
は つ な が っ て は じ め て 価 値 を ⽣ む こ と 、 そ し て 、 横 の 連 携 が よ く 、
ス ム ー ズ に 業 務 や 情 報 が 流 れ る 企 業 は 戦 略 を 着 実 に 実 ⾏ し 収 益 を
挙 げ ら れ る こ と を 、ス ピ ー ド 、品 質 、コ ス ト 、持 続 性 の 視 点 か ら 実
践 的 に 学 び 、「 ⽣ 活 協 同 組 合 コ ー プ み や ざ き 」が オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・
エ ク セ レ ン ス（ オ ペ レ ー シ ョ ン に 内 包 さ れ て い る 組 織 能 ⼒ が 卓 越 し 、
競 争 上 の 優 位 性 に ま で ⾼ め ら れ て い る 状 態 ）（ 遠 藤 功（ 2021）、p.243）
を 実 現 し て い る こ と を 理 解 し て い る と 評 価 し て い る 。  
 
5．  「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」 に 関 す る 作 成 設 問 と 優 秀 答 案  

最 後 に 、「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」 に 関 し て 、 キ ャ リ ア と は 「 個
⼈ の ⽣ 涯 に わ た る ⽣ き ⽅ そ の も の 」で あ る こ と を ⼭ 﨑 京 ⼦・平 林 正
樹（ 2018）や 、仕 事 を 単 に 収 ⼊ を 得 る た め の ⼿ 段 と 位 置 付 け る の で
は な く 、⼈ ⽣ に お け る ⾃ ⼰ 実 現 の “場 ”と 考 え る こ と が 重 要 に な っ て
い る こ と を 遠 藤 功 （ 2021） に 依 拠 し て 筆 者 か ら 概 説 し た 。  

そ し て 、筆 者 が 作 成 し た 以 下 の 設 問（ 問 7）に 学 ⽣ に 解 答 し て も
ら っ た 。そ の 解 答 の 中 か ら 、ま ず 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ の ビ ジ ョ ン
が 明 確 に ⽰ さ れ て い る か 、次 に そ の ビ ジ ョ ン の 実 現 に 向 け て 具 体 的
な 学 習・⾏ 動 計 画 に ま で 落 と し 込 ま れ て い る か 、さ ら に ビ ジ ョ ン と
学 習・⾏ 動 計 画 が 整 合 的 な ス ト ー リ ー と し て 結 び 付 け ら れ て い る か
と い う 評 価 軸 に 即 し て【 優 秀 答 案 】を 選 出 し た 。尚 、こ こ で の【 優
秀 答 案 】の 学 ⽣ は 、就 職 活 動 を ⾏ っ て 内 定 し て い る 学 ⽣ や 国 内 の ⼤
学 へ の 編 ⼊ 学 を 志 望 し て い る 学 ⽣ で あ る 。  
 
問 7． グ ロ ー バ ル 化 、 ⼈ ⼝ 減 少 、 労 働 ⼒ 不 ⾜ 、 コ ロ ナ 禍 な ど を 背
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景 に 働 き ⽅ 改 ⾰ が 叫 ば れ て い る 昨 今 、将 来 あ な た が 社 会 ⼈ に な っ
た 場 合 の 理 想 的 な 働 き ⽅ に つ い て 、 ど の よ う に 考 え て い ま す か 。
ま た 、 あ な た が そ う し た 理 想 的 な 働 き ⽅ を 将 来 実 現 す る た め に 、
現 在 の 神 ⽥ 外 語 学 院 に お い て 、あ る い は 将 来 編 ⼊ 学 す る 国 内 の ⼤
学 ／ 留 学 す る 海 外 の ⼤ 学 に お い て 、何 を ど の よ う に 学 ぶ べ き で あ
る と 考 え て い ま す か 。 あ な た の ⾒ 解 を ま と め な さ い 。  
【 優 秀 答 案 ① 】  
私 の 考 え る 社 会 ⼈ に な っ た 場 合 の 理 想 的 な 働 き ⽅ は 、 経 験 を 積
み 、ス キ ル ア ッ プ し な が ら ⾃ 分 ⾃ ⾝ を 成 ⻑ さ せ る こ と が で き 、ラ
イ フ イ ベ ン ト が あ っ て も 仕 事 を 続 け て い け る よ う な 柔 軟 で 多 様
な 働 き ⽅ だ と 考 え る 。⼥ 性 は 男 性 と ⽐ べ て 、ラ イ フ イ ベ ン ト に よ
り 仕 事 に 影 響 が 出 る と い う 事 態 が 避 け ら れ な い 場 合 が あ る 。そ の
た め 、時 短 勤 務 や 雇 ⽤ 形 態 を 変 更 し 勤 務 を 継 続 で き る よ う な 制 度
や 、有 給 休 暇 を 取 り や す く す る こ と で 、⼥ 性 だ け で な く 皆 の 働 き
や す さ に 繋 が る と 思 う 。ま た 、こ の よ う な 理 想 的 な 働 き ⽅ を 将 来
実 現 さ せ る た め に は 、将 来 働 く 会 社 に と っ て 、私 が な く て は な ら
な い 存 在 に な る 必 要 が あ る 。そ こ で 、現 在 の 神 ⽥ 外 語 学 院 に お い
て 英 語 を ビ ジ ネ ス で 通 ⽤ す る レ ベ ル ま で 上 げ 、 英 語 以 外 に も PC
ス キ ル や 業 務 で 必 要 な 知 識 を 働 く 前 に ⾝ に 着 け る こ と が ⼤ 切 で
あ る と 考 え る 。英 語 に 関 し て は 、⽣ の 英 語 を た く さ ん 聞 く 機 会 が
あ る た め 、英 語 を 会 話 や ⾳ 声 な ど で 聞 き な が ら ⾃ 分 が 相 ⼿ に 伝 え
た い こ と を 伝 え ら れ る よ う に 練 習 し 、そ の 他 の ス キ ル や 知 識 に 関
し て は 、そ れ ら の 知 識 に 詳 し い 先 ⽣ に 勉 強 ⽅ 法 や 情 報 を も ら い ⾃
主 的 に ⾏ 動 し て い く こ と が 重 要 で あ る 。  
【 優 秀 答 案 ② 】  
会 社 や 社 会 の な か で 潜 ん で い る 問 題 に 気 付 き 、向 き 合 い な が ら 働
く こ と が 理 想 の 働 き ⽅ だ と 考 え ま す 。ま た 、変 化 が 起 き や す い 社
会 の な か で 、状 況 を い い ⽅ 向 に 変 え よ う と ⽴ ち 上 が る ⼈ の ⽀ 援 を
し た い で す 。そ の た め に は 、常 に 向 上 ⼼ を 持 っ て 成 ⻑ す る こ と が
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必 要 で あ り 、学 ⽣ の 間 は そ の 役 に ⽴ つ こ と を 学 ぶ べ き だ と 考 え ま
す 。編 ⼊ 学 で 選 択 し た 社 会 学 を 通 し て 、⾃ 分 で 意 ⾒ を 出 し 、そ れ
が 正 し い か を ⾃ 分 の ⼒ で ⾒ 極 め る こ と が で き る 判 断 ⼒ ・ 知 識 や 、
⾃ 分 の ⼒ で 考 え ⽅ を 出 す た め の 固 定 観 念 に 捉 わ れ な い 広 い 視 野
を 培 い た い で す 。ま た 、神 ⽥ 外 語 学 院 で は 、考 え ⽅ の 幅 を 増 や す
た め に は さ ま ざ ま な ⾔ 語 を 駆 使 し て 本 を 読 む こ と や 、⼈ と コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が 必 要 だ と 考 え る た め 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン 能 ⼒ や 語 学 ⼒ を 培 い た い で す 。  

 
 【 優 秀 答 案 】に つ い て 、理 想 的 な 働 き ⽅ を 将 来 実 現 す る た め の 現
在 や 未 来 の 教 育 の あ り ⽅ を 検 討 し て も ら っ た が 、「 ⼀ ⼈ ひ と り が 輝
く 2035 年 に お け る ⽣ 涯 教 育 の あ り ⽅ 」（ 厚 ⽣ 労 働 省（ 2016）、pp.20-
22） に 依 拠 し な が ら 考 察 を ⾏ う 。  

「 ⼀ ⼈ ひ と り が 輝 く 2035 年 に お け る ⽣ 涯 教 育 の あ り ⽅ 」 で は 、
（ 1） ⾃ ⽴ す る た め の 教 育 − 好 き で 得 意 な 道 選 び 、（ 2） ⽣ 涯 や り 直
し で き る た め の 教 育 、（ 3）多 様 な ⼈ 材 に 合 わ せ た 教 育 の 3 点 に つ い
て 述 べ て い る 。  
 具 体 的 に は 、（ 1）⾃ ⽴ す る た め の 教 育 − 好 き で 得 意 な 道 選 び で は 、
「 ⾃ ⽴ す る た め の 教 育 と は 、 本 ⼈ の ⽴ 場 に ⽴ て ば 、「 好 き で 得 意 な
道 選 び 」を 実 現 す る た め の 教 育 で あ る 。時 代 と と も に 、好 き な こ と
も 得 意 な こ と も 多 様 化 し て い き 、今 あ る 職 業 が 将 来 も 存 在 す る と は
限 ら ず 、 今 は 姿 か た ち の な い 新 し い 職 業 に 将 来 就 く 可 能 性 も あ る 。
仕 事 も 働 き ⽅ も ま す ま す 多 様 化 し て い く 中 で 、未 来 あ る ⼦ ど も た ち
に は 、無 限 の 可 能 性 が 広 が っ て い る 。知 ら な か っ た か ら 選 べ な か っ
た 、と い う こ と が 最 ⼩ 限 に な る よ う に 、教 育 現 場 で は 様 々 な 機 会 が
提 供 さ れ る よ う に な る べ き で 、そ の た め に は 現 場 の 裁 量 で あ る 程 度
の ⾃ 由 度 を 持 っ た カ リ キ ュ ラ ム 編 成 が 可 能 に な る べ き で あ る 」と 主
張 し て い る 。  
 （ 2）⽣ 涯 や り 直 し が で き る た め の 教 育 で は 、「 今 後 、特 に 重 要 と
な っ て く る の は 、働 く 場 所 を 変 え た り 、新 た な 働 き 場 所 を 探 し た り
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す る た め の 実 践 的 、職 業 的 な ⽣ 涯 教 育 、あ る い は 職 業 訓 練 の 提 供 で
あ る 。こ れ ま で 、職 業 教 育 は 主 と し て ⼈ 材 を 採 ⽤ し た 企 業 が 担 う の
が 通 例 だ っ た 。し か し 、企 業 組 織 が プ ロ ジ ェ ク ト 型 に 変 容 し て い く
と 考 え る と 、こ の 役 割 を 企 業 の み に 期 待 す る の は 、か な り 困 難 に な
る だ ろ う 。ま た 、健 康 寿 命 が 延 び て い く と 期 待 さ れ る 中 で は 、⼀ つ
の 企 業 に ⼀ ⽣ 留 ま る ⼈ は 、少 な く な る と 考 え ら れ 、キ ャ リ ア ア ッ プ 、
キ ャ リ ア チ ェ ン ジ の た め の 充 実 し た 職 業 教 育 が 、個 ⼈ の 側 か ら も ⼀
層 求 め ら れ る こ と に な る 」 と 主 張 し て い る 。  

（ 3）多 様 な ⼈ 材 に 合 わ せ た 教 育 で は 、「 グ ロ ー バ ル に 働 く 環 境 が
当 た り 前 に な る 中 で は 、ど ん な 国 籍 の ⼈ 材 で あ っ て も 、⽇ 本 語 や ⽇
本 社 会 に 対 す る 理 解 だ け で は な く 、海 外 の ⾔ 語 や 海 外 の ⽂ 化 に 対 す
る 理 解 が 、今 後 ⼀ 層 重 要 に な っ て く る だ ろ う 。そ の 意 味 で 、英 語 で
の ⾼ 等 教 育 を 充 実 さ せ る な ど 、多 ⽂ 化 共 ⽣ の 取 り 組 み を 初 等 教 育 か
ら ⾼ 等 教 育 ま で 様 々 な 機 会 を 捉 え て ⾏ う 必 要 が あ る 。ま た そ れ と 同
時 に 、こ れ を 職 業 教 育 の ⼀ つ と し て 捉 え て 、い く つ に な っ て も 、必
要 な 教 育 が 必 要 に 応 じ て 受 け ら れ る よ う に し て い く こ と が 求 め ら
れ る 」 と 主 張 し て い る 。  

【 優 秀 答 案 】か ら は 、⼥ 性 と し て の 結 婚 や 出 産 の ラ イ フ イ ベ ン ト
も 考 慮 し た 柔 軟 で 多 様 な 働 き ⽅ や グ ロ ー バ ル ⼈ 材 を ⽬ 指 し た （ 3）
多 様 な ⼈ 材 に 合 わ せ た 教 育 が 求 め ら れ て い る こ と が 伺 え る 。  
 
お わ り に  
 本 稿 で は 、筆 者 が 奉 職 す る 神 ⽥ 外 語 学 院 で 、2021 年 度 1 学 期（ 4
⽉ 〜 7 ⽉ ）に 担 当 し た 就 職 ・ ⼤ 学 編 ⼊ 学 ・ 海 外 留 学 を 予 定 し て い る
2 年 ⽣ 向 け の 授 業 「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」 の 実 践 報 告 と し て 、 ユ ネ ス
コ 「 21 世 紀 教 育 国 際 委 員 会 」 が 1996 年 に ま と め た 報 告 書 『 学 習 ：
秘 め ら れ た 宝 』で ⽰ さ れ た「 学 習 の 4 本 柱 」に ⽴ 脚 し て 、筆 者 が 設
計 し た「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」、「 ⾃ ⼰ 啓 発 」、「 企 業 経 営
の 理 論 と 事 例 研 究 」、「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」に 関 す る 作 成 設 問 と
学 ⽣ の 優 勝 答 案 の 考 察 を ⾏ っ て き た 。  

2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  45



 こ う し た 考 察 を 踏 ま え て 、 筆 者 が 設 計 し た 「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅰ 」
の 授 業 構 成・内 容 を 内 省 す れ ば 、「 ⼈ ⽣ 100 年 時 代 の 社 会 ⼈ 基 礎 ⼒ 」
の 3 つ の 能 ⼒ に つ い て 、 ま ず 「 チ ー ム で 働 く ⼒ （ チ ー ム ワ ー ク ）」
を 築 く 上 で 必 要 に な る ⼈ 間 と し て の 魅 ⼒ を ⾼ め る 上 で は「 ⾃ ⼰ 啓 発 」
が 学 ⽣ に ⽰ 唆 を 与 え る こ と を 確 認 す る こ と が で き た 。ま た「 考 え 抜
く ⼒ （ シ ン キ ン グ ）」 を 鍛 え る に は 「 企 業 経 営 の 理 論 と 事 例 研 究 」
を 通 じ て 、企 業 経 営 の 理 論 に 基 づ い て 事 例 研 究 を ⾏ う 組 み 合 わ せ が 、
学 ⽣ の 学 習 上 、効 果 的 で あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き た 。さ ら に
「 前 に 踏 み 出 す ⼒ （ ア ク シ ョ ン ）」 を ⾼ め る に は グ ロ ー バ ル な 労 働
環 境 に お い て 主 体 性 を 持 っ て「 将 来 の 理 想 的 な 働 き ⽅ 」を 学 ⽣ が 探
究 し て い く 上 で 、（ 3）多 様 な ⼈ 材 に 合 わ せ た 教 育 が 希 求 さ れ て い る
こ と を 確 認 す る こ と が で き た 。  

そ の ⼀ ⽅ で 、（ 1）⾃ ⽴ す る た め の 教 育 − 好 き で 得 意 な 道 選 び 、（ 2）
⽣ 涯 や り 直 し が で き る た め の 教 育 に つ い て 、授 業「 キ ャ リ ア 開 発 2
Ⅰ 」で は ⼗ 分 に 展 開 で き て は い な い と い う 認 識 を 持 っ て い る 。そ こ
で 、こ う し た 反 省 を 踏 ま え て 、未 来 を 切 り 拓 く た め の キ ャ リ ア デ ザ
イ ン の ⽅ 向 性 を 最 後 に 探 究 す る 。  

筆 者 は 、⼩ 林 敦（ 2019、2020）に お い て 、ア ー ト 思 考 、デ ザ イ ン
思 考 、シ ス テ ム 思 考 を 取 り ⼊ れ た 新 た な キ ャ リ ア 開 発 の た め の 技 法
の 探 究 や SDGs（ 持 続 可 能 な 開 発 ⽬ 標 ）を 実 現 す る ク リ エ イ テ ィ ブ
⼈ 材 の 育 成 に 向 け た 理 論 研 究 と 教 育 実 践 を 神 ⽥ 外 語 学 院 の 授 業 や
勉 強 会 ＆ ス タ デ ィ ー ツ ア ー で 展 開 し て き た こ と を 実 践 報 告 し て き
た 。  

筆 者 は 、 か つ て の 実 践 報 告 や 本 稿 で の 考 察 と 反 省 を 踏 ま え て 、
2021 年 度 2 学 期 （ 8 ⽉ 〜 12 ⽉ ） に 担 当 す る 就 職 ・ ⼤ 学 編 ⼊ 学 ・ 海
外 留 学 を 予 定 し て い る 2 年 ⽣ 向 け の 授 業「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅱ 」で は 、
「 働 く こ と を 思 考 す る 」、「 教 養 と し て の 世 界 遺 産 ✕SDGs」、「 新 聞 記
事 を 読 み 解 く ✕小論文を書く 」を 設 計 し て 実 践 す る 予 定 で あ る 。な
ぜ な ら ば 、（ 1）⾃ ⽴ す る た め の 教 育 − 好 き で 得 意 な 道 選 び 、（ 2）⽣
涯 や り 直 し が で き る た め の 教 育 の 両 ⽅ に 重 な る キ ャ リ ア デ ザ イ ン
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教 育 の ⽅ 向 性 が 、教 養 を ⾝ に 付 け 、学 際 的 に 物 事 を 考 え ら れ 、⾔ 語
化 で き る よ う に し な が ら 、働 く こ と を 多 ⾓ 的 に 思 考 す る こ と だ と 確
信 し て い る か ら で あ る 。授 業「 キ ャ リ ア 開 発 2Ⅱ 」の 実 践 報 告 は 機
会 を あ ら た め て ⾏ い た い 。  
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APPROPRIATE L1 AND L2 USE IN EFL CLASSROOM 
—PROMOTING GREATER SECOND LANGUAGE 
USE   

Taeko Shibasaki 

ABSTRACT 
A few decades after the English-only (EO) policy and communicative language 
teaching (CLT) methodology were adopted elsewhere worldwide as the best 
method in teaching English, it is now a norm to consider students' first language 
(L1) to have a role in the English as foreign language (EFL) classrooms. Code-
switching and translanguaging that believe students' L1 as a "bilingual 
resource" are thriving in the recent literature, advocating pedagogical 
advantages. Second language acquisition theorists acknowledge some L1 use 
in the language classroom as well. However, despite the government policy 
being revised in tandem with the worldwide English teaching trend, not much 
has changed in EFL classrooms in Japan. Research continues to indicate a lack 
of speaking and listening practice in the classrooms. Because Japanese students 
are in EFL contexts where students' use of the target language is limited to the 
classrooms, it is vital for the teachers to maximize the use of second language 
to increase students' input (Ellis, 2005). Through the recent literature, this 
paper unravels the effective way of the greater second language use in the 
classroom for Japanese English teachers while giving implications on the 
strategic use of their L1.     

INTRODUCTION 
Even though the notion that the maximum target language usage is necessary in a foreign 
language classroom (Nation, 2003) has become a common understanding among teachers and 
language educators around the world, Japanese English teaching contexts have shown little 
progress in incorporating this concept (Barker, 2018; Carson, 2015; Brennan, N.D.; Holthouse, 
2006; Kikuchi & Browne, 2009). Though in Japan, it is perceived that communicative ability 
in English is vital for living in a globalized world (Abe, 2013), many English as a foreign 
language (EFL) classrooms in secondary schools are still conducted in the traditional grammar-
translation method where the first language (L1) dominates a significant portion of classroom 
time (Burden, 2001). For Japanese EFL teachers, using L1 as the main language of instruction 
has rarely been questioned. Indeed, the L1 can be a great resource rather than an obstacle 
(Auerbach, 1993). However, even though utilizing students' L1 is also a widely accepted notion 
in recent language teaching, the teachers' heavy reliance on the L1 is a serious problem as it is 
taking away students' second language (L2) opportunities. As Ellis (2005) mentions, English 
learners need extensive exposure to the target language for them to acquire it. Because Japanese 
students are in EFL contexts where students' use of the target language is limited to EFL 
classrooms, providing as much exposure to the target language as possible needs to be 
emphasized (Dearden, 2014).  

In the first section, the author sheds light on the difference in language choices non-native 
English speaking teachers (NNESTs) and native English speaking teachers (NESTs) make in 
their English classes. Then this paper describes the various language learning contexts 
worldwide and explores how students' first language is viewed and used for second language 
learning. The author will then introduce the ideas of second language acquisition (SLA) 
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theorists who have inspired the author to promote the greater use of the second language. 
Finally, the author will present what appropriate use of languages could look like in EFL 
classrooms in light of recent researchers' studies. 

DIFFERENCES IN LANGUAGE CHOICES BETWEEN NNEST AND NEST 
Not all teachers perceive and have the same attitude towards L1 usage in their English 
classrooms. When discussing language usage, it is imperative to approach the reasoning for 
their language choices by distinguishing the teachers into English speaking teachers (NESTs) 
and non-native English speaking teachers (NNESTs). Research shows that NESTs occasionally 
use the L1 for creating a positive and friendly atmosphere (Ford, 2009, Hall & Cook, 2013), 
while NNESTs' decisions on their usage of L1 mainly depend on their ability in English (Kim 
and Elder, 2008 as cited in Hall & Cook, 2013). Along with NESTs, NNESTs are the primary 
resource for English language education in Japan. They can possibly transform EFL classrooms. 
Therefore, it is high time for NNESTs in Japan to shift their teaching style that focuses on 
learners' L2 input and provide meaningful learning opportunities while strategically using the 
common L1 with the students as beneficial scaffolding (Turnbull, 2018). The absence of 
guidance in L1 and L2 usage has been a concern among many researchers (Hall & Cook, 2013). 
Rather than letting Japanese English teachers create arbitrary language usage rules of their own, 
directions to support them in implementing target language-rich classrooms will be discussed 
in the following sections. 

LANGUAGE CHOICE IN LANGUAGE CLASSROOMS AROUND THE WORLD 
In the globalized world, English is by far the most used language. The contexts where English 
is used and taught are diverse and have followed their own transition in response to changing 
needs. It is now common to think of English as having a different role and meaning depending 
on users and the goal users have (Cook, 2001). It is purposeful to shed light on other EFL and 
ESL contexts around the world to learn how they perceive their version of English needs 
because getting the grasp of how they deal with the issue in their contexts could be applied in 
Japanese EFL classrooms as well. 

ESL Contexts in Native English-Speaking Countries 
ESL contexts such as the US, Canada, and the UK, where English is spoken as a native 
language, show different perspectives regarding L1 and L2 usage in the classroom compared 
to EFL contexts in a monolingual country like Japan. In many cases in ESL contexts, the use 
of the L1 is discussed alongside the English imperialism issue, and the L1 is often related to 
"linguistic human rights" (Ford, 2009, p.65). Spahiu (2013) says that in multilingual ESL 
classrooms, where students have different cultural backgrounds, if a teacher neglects the 
students' L1, it means that the teacher ignored the students' culture. As a consequence, students 
could feel their identities were neglected, and that could lead to the danger of demotivation. 
Besides such a socio-political perspective, though students' L1 is diverse, not utilizing students' 
L1 is perceived as equivalent to missing the possibilities for better language teaching (Cook, 
2001).  

EFL Contexts Outside Japan 
In EFL contexts where students' exposure to the target language is not likely outside the 
classroom, more opportunities for students to use the L2 are perceived as vital (Dearden, 2014). 
While most researchers agree that exposure to and use of the target language is crucial for 
language learning, L1 is perceived as vital in many countries.  
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To review the researchers’ perspectives in some countries, according to Brevik & Rindal 
(2020), in Norway, it is widely accepted that the use of L1 is necessary for reasons such as 
authentic language use, a means for teachers to show empathy, explaining complex 
terminology, and scaffolding (Brevik & Rindal, 2020). In Greece, research was conducted to 
investigate teachers' and students' beliefs regarding the use of L1 in EFL classrooms. The study 
concluded that students find teachers' L1 use supportive when teachers explain grammar, 
define new vocabulary, explain text comprehension, and give instructions (Tsagari & Diakou, 
2015). In Korea, in an effort to advocate for a communicative approach in English classrooms, 
the government implemented an English Only (EO) policy in 2000. The situation in Korea 
somewhat resembles that of Japan. In Korea, the best practice in the classroom regarding the 
EO approach and bilingual approach has been actively debated among scholars. However, 
while the government and scholars were debating the ideal language usage, no significant 
change has been seen in the actual classroom. Dash (2002) says that instead of promoting an 
all-or-nothing argument regarding language usage as a nation, there should be flexible and 
diverse measures so that teachers, schools, and other stakeholders can adjust to the different 
contexts, needs, and levels of the students. He further says that Atkinson's (1997, as cited in 
Dash, 2002) view that advocates 95% target language use and 5% L1 use in the classroom 
would be a reachable goal to start with.  

LANGUAGE CHOICE IN THE CLASSROOMS IN JAPAN 
Looking at the situation in Japan, the development of communicative ability has been the 
primary objective of English education (Kikuchi & Browne, 2009) since 1989. In 2009, the 
Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) further 
stipulated in the national curriculum that English should be used as the medium of instruction 
(Aoyama, 2020). The argument of whether L1 has a place in the English classroom or not has 
gone through much debate in Japan since then. In fact, in recent studies, many researchers 
admit and advocate the positive use of L1 (Ford, 2009; Carson & Kashihara, 2012; McCarthy, 
2021). Among scholars, it has become a common understanding that as much as ESL classroom 
values the students' L1s, L1 has a place in many Japanese EFL contexts as well. However, with 
or without the push on L2 usage by the government or recent studies, not much has affected 
the language chosen by the Japanese English teachers in the classrooms.  

APPROPRIATE USE OF L1 AND L2—WHAT RECENT STUDIES TELL                   
Alongside the growing study supporting the L1 use in the L2 classroom, some studies 
investigated the issue further. For example, McCarthy (2021) studied students' impressions 
regarding language usage and gave implications for teachers on how and when to implement 
English and Japanese authentically in the classrooms. Holthouse (2006) emphasized language 
usage in his paper and said that L1 and L2 usage should be consistent with local expectations 
and describes that because Japanese students prefer their mother tongue to be used in their L2 
learning and are accustomed to the translation method, teachers should adopt the preference of 
students' and incorporate translation/transfer into methodologies to be more in line with the 
students' expectation. Iwanaka & Nakagaki (2018) observed several secondary schools to study 
how English as a medium of instruction (EMI) was implemented and pointed out that many 
teachers were merely switching the language of instruction without any change in their 
methodologies, which means that teachers were explaining abstract grammar concepts in 
English. Authors claimed that EMI should be implemented as means to enhance 
communicative activities, and it should be used as means to increase the chance for students to 
negotiate the meanings in English and engage in meaning-focused activities. Carson (2016) 
studied students' preference on how they prefer the L1 and L2 to be used in their EFL 
classrooms and how the preference changed among different levels and/or time. The study 
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showed that Japanese students overall had a positive attitude toward speaking English during 
classroom time, though many preferred supports in the L1 to some extent.  

Moreover, in Carson's (2016) research, she found that the lower the proficiency level, the more 
students tended to rely on L1 support. In the same study, students were asked which of seven 
factors required the most support: (1) emotional support, (2) grammar, (3) teacher L1 ability, 
(4) tests, (5) review of previous material, (6) comprehension, (7) culture and society. The result 
differed among the students' proficiency levels, but overall, students showed a need for support 
in the area of L2 comprehension. Her study indicates the need for teachers to tailor their 
instruction in the L2 and the amount and type of L1 usage to the students' levels and conditions.  

APPROPRIATE USE OF L1 AND L2— IN RELATION TO SLA THEORIES        
As stated, for the acquisition to take place, Japanese students need opportunities to 
communicate and practice English (Barker, 2018) in classrooms. Teachers should maximize 
the use of L2 to give students more exposure and opportunity to use the language (Ellis, 2005; 
Cook,2001). In that sense, as the government states, indeed, English should be used as a 
medium of instruction, and communicative language teaching (CLT) should be seen more in 
classrooms. However, it shouldn't necessarily mean banning L1 or "to 'push' students with 
incomprehensible input" (Carson & Kashihara, 2012, P. 42) in L2. L1 should be used 
authentically to enhance comprehension (Cook, 2001; Holthouse, 2006; Turnbull, 2018). 
Auerbach (1993) states that when students start learning a second language, they don't start by 
thinking in the second language right away. She says that it is a developmental process where 
learners grasp ideas of L2 with an L1 scaffold, and the L1 "drops off" naturally when learners 
get used to the L2. Therefore, some L1 use in the language classroom is acknowledged as 
beneficial by SLA theorists. Furthermore, some scholars apply Krashen's affective filter in the 
logic that optimal use of L1 would lower learners' anxiety (Auerbach, 1993). Also, classrooms 
that aim for maximum use of the L2 are justified by many theories such as Krashen's input 
hypothesis (1982, 1985), Swain's output hypothesis (1985), and Long's interaction hypothesis 
(1996) (Lightbown & Spada, 2017).  

Hence, in understanding L1 roles in the foreign language classroom, it is vital to set the premise 
that, in principle, L2 use should be maximized by encouraging its use, but L1 should not be 
banned at the same time. In regards to actual L1 and L2 language usage in a classroom, Nation 
(2001) describes that while L1 has a role to play, L2 use, such as using L2 for classroom 
management, is beneficial. His statement is that classroom management discourse input by the 
teachers is especially effective as it usually uses high-frequency words and sentence structures. 
Furthermore, it is said that students need to get in contact with a new term at least six times in 
meaningful situations in order to remember it (Dormer, 2016). In that sense, attempts to use L2 
as much as possible, including for classroom management, could be an authentic opportunity 
to give students some adequate learning opportunities through meaning-focused input.  

EMPOWERING TEACHERS — TEACHERS’ EDUCATION AND KACHRU’S 
WORLD ENGLISHES  
Though holding the premise that L2 should be used as much as possible by the teachers, Barker 
(2018) describes teachers as the most limiting factor in improving English education in Japan, 
depicting their low language ability and teaching skills.  Providing specific strategies and 
training for effective L1 and L2 usage would be necessary to support Japanese English teachers. 
A teacher training program that equips teachers with useful English phrases that they can 
actually use in their English classrooms would help teachers' consistent L2 use, increasing 
students' input in EFL classrooms (Ellis, 2005). Needless to say, to maximize the effectiveness 
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and sustain EMI-based classrooms, teachers need to use simple but grammatically correct 
language (Nation & Newton, 2009). Therefore, teachers' education to allow teachers to learn 
and practice to build fluency in actual phrases for different classroom scenarios would lead 
them to build confidence as practitioners. Nation and Newton (2009) say fluency is a skill, and 
it cannot be built "simply through an increase in speed of processing. Substantial increases in 
fluency also involve changes in the nature of the knowledge of the language" (P.152). 
Therefore, along with training to equip Japanese English teachers, it is also vital to educate 
teachers with language knowledge such as second language acquisition theories.  

Also, the fact that many EFL classrooms in Japan use the native speaker model gives teachers 
pressure to speak like Americans, British, and other native speakers (Harris, 2012). Therefore, 
it is crucial to change their mindset of how they perceive themselves and empower them to 
embrace their English and their students. In doing so, Kachru's (1992) idea of "World 
Englishes" could empower reluctant teachers who are unconfident about their English 
proficiency (Matsuda, 2003; Abe, 2013; Kurniawati & Rizki, 2018). The idea is that the 
concept of "World Englishes" (Kachru, 1992) would motivate ELs, including teachers, to take 
ownership of their version of English (Matsuda, 2003). For the classroom to change from the 
current situation, both teachers and students must be informed enough to abandon old-
fashioned, stereotypical views toward English based on the idea that standard English is what 
native English speakers speak. According to Kachru, English is not just Native English 
speakers' language. Instead, it's the language of those who use it.  Also, Abe (2013) sheds light 
on how students put themselves down as English speakers. In her study, she found out that only 
9% of her students thought that English with a Japanese accent could be intelligible. She 
emphasizes educating students that native-like competence is not the goal for them to achieve; 
providing them with an achievable goal would let them acknowledge their own purpose of 
learning English without being affected by the native speaker fallacy (Abe, 2013). The idea of 
“world Englishes” (Kachru, 1992) is a powerful and meaningful message for Japanese English 
teachers to convey, as it would help eliminate students' prejudice against their own English 
(Abe, 2013; Matsuda, 2003).  

CONCLUSION 
It is an ultimate truth that students will not be able to learn the L2 unless it is practiced and 
used. Therefore, ELs need adequate input and output opportunities to learn the target language. 
Classroom time is the main opportunity for students to practice and use the language when it 
comes to EFL contexts. Therefore, providing a language-rich learning environment should be 
in teachers' primary interest. However, simply switching the language from the L1 to the L2 
does not solve the problem either. Instead, teachers must create an environment where language 
acquisition is likely to occur, requiring teachers to shift the language of instruction from 
Japanese to English and use L1 as scaffolding. 

Also, if teachers are afraid of using the target language, effective education cannot be achieved. 
As Kurniawati and Rizki (2018) say, steps need to be taken to improve Japanese English 
teachers' capacity in both language and methodology. Therefore, along with pre-service teacher 
education, continuous professional development is essential. Further research for the concrete 
plan to equip teachers with communicative competence, which would empower teachers to 
offer better language education, would be expected.  
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本学は、都⽴⽩鷗⾼等学校附属中学校と⾼⼤連携に関する協定を結び、その取り組
みの⼀つとして、オンライン連携授業を実施した。本学学⽣が、中学 1 年⽣の総合の
学習に Zoom で参加し、中学⽣のパンフレット制作のアドバイスを⾏うといった新し
い取り組みである。本学学⽣は、オンラインファシリテーションとパンフレットに対
するグラフィックデザインのアドバイスを経験し、広義のコミュニケーションデザイ
ンとして“相⼿にわかりやすく正確に伝える”ことの重要性を再考する機会となった。
また、附属中学の⽣徒も、より年齢の近い⼤学⽣に気軽に相談でき、活発な意⾒交換
もされ、授業に対する満⾜度も⾼いものとなった。この連携授業プログラムは 2021年
度も予定されており、オンラインを活⽤した⾼⼤連携授業という新たな試みとして、
モデルケースとなることを⽬指し、本稿では、その実践を報告するとともに可能性を
探る。 

キーワード：⾼⼤連携、オンライン授業、グラフィックデザイン、ファシリテーター

1. はじめに

1.1. プログラム背景

 ⽂科省の資料によれば、“中⾼⼀貫教育や現⾏学習指導要領の実施等により⾼等

学校の多様化と選択の幅の拡⼤は更に進展し、(中略)特定の分野について⾼い能⼒

と強い意欲を持ち、⼤学レベルの教育研究に触れる機会を希望する⽣徒の増加を予

想される”としている。そして、“このような⽣徒の能⼒・意欲に応じた教育の実現

を⽬指してく為には、「⾼等学校教育」或いは「⼤学教育」のいずれか⼀⾯のみか

ら論ずるべきではない。(中略)⽣徒⼀⼈⼀⼈の能⼒を伸ばすための、⾼等学校・⼤

2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  57



学双⽅が連携した教育のあり⽅を検討してく”必要があるとしている[1]。その連携

強化の在り⽅の⼀つとして、⾼等学校教員と⼤学教員の相互理解を促進していくた

めに、⾼等学校教員と⼤学教員の交流・連携ネットワークが様々な形で構築される

ことが重要とされている[2]。 

 本学では、2020 年 4 ⽉に産官学･地域連携部という新しい部署を発⾜し、2020 年

度においては、6 校と⾼⼤連携協定を締結するなど、⾼⼤連携(接続)に⼒を注いで

いる[3]。都⽴⽩鷗⾼等学校附属中学校(以下、附属中学とする)とは、2020 年 9 ⽉に

⾼⼤連携協定を締結し、その取り組みの⼀つとして、オンライン連携授業を実施し

た(2020 年 10 ⽉〜11 ⽉)。本学学⽣が、附属中学 1 年⽣の総合学習に Zoom1で参加

し、中学⽣のパンフレット制作に対しアドバイスを⾏うといった新しい取り組みで

ある。本学学⽣は、Zoom を活⽤したオンラインファシリテーションと、パンフレ

ット制作に対するグラフィックデザインのアドバイスを経験し、広義のコミュニケ

ーションデザインとして、“相⼿にわかりやすく正確に伝える”ことの重要性を再考

する。 
1.2. 本稿の⽬的 

コロナ感染禍の⾃粛要請により⼤学構内への⼊校は制限され、⼤学をはじめと

する教育期間は、学びを持続する為、オンラインやオンデマンドの遠隔授業が推

進された。⽂科省の「⼤学等における後期等の授業の実施⽅針等に関する調査

(2020 年 8 ⽉ 25⽇~ 9 ⽉ 11⽇に実施)」によると“後期授業では、ほぼ全ての⼤学

が対⾯授業を実施、うち 8割が対⾯と遠隔の併⽤を予定している”と明らかにして

いる[4]。⼀⽅、前回調査(2020 年 7 ⽉ 1⽇時点)では、約 2割が全⾯対⾯、約 6割

が併⽤、残り 2割が全⾯遠隔であったとされている[5]。こうした背景には、コロ
ナ感染禍における教育現場における ICT 活⽤が⼀挙に進んだことで、対⾯授業と

遠隔授業の各々に⻑所があることが明確になり、広く認知されたと推察される。

今後は、各々の良いところを取り⼊れた新しい教育⽅法の開発を推進していくこ

とが求められるだろう。 

附属中学との⾼⼤連携授業プログラムは、2021 年度も予定されている。オンラ

インを活⽤した⾼⼤連携授業という新たな試みとして、モデルケースとなること

1 Zoomビデオコミュニケーションズが提供するクラウドコンピューティングを使⽤したWeb会議サービス
の名称。Zoomサービス内にミーティングルームを開設し、ミーティング IDやパスワードを共有するユーザ
ー同⼠で多地点と同時にWeb会議を⾏うことができる。 
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を⽬指し、その実践を報告するとともに、可能性を探る。 

 

2. オンライン連携授業の概要 

 本章では、連携授業の趣旨や実施概要を記す。また連携授業で使⽤した Zoom

や Canva2といったオンラインツールについて詳述する。 

2.1. 連携授業趣旨 

 附属中学では、1 学年の総合的な学習の時間において「上野浅草プロジェク

ト」が遂⾏された。その取り組みの中で、上野浅草にある名所・旧跡に、より多

くの⼈々が⾜を運んでくれるようなパンフレットを作成することを⽬標に活動が

⾏われ、連携授業では、附属中学の⽣徒が⾏うパンフレットデザインに対し、本

学学⽣がオンラインでアドバイスをするというものである。附属中学の⽣徒は、

⼤学⽣から直接アドバイスを受けることで、効果的な情報提供について理解を深

め、制作物の制作など教育活動の充実を図る。⼀⽅、本学学⽣は、グラフィック

デザインについて学んだことを相⼿に教えることで、学習定着率を⾼めることを

⽬的とした。また、オンラインでの連携授業は、ブレイクアウトルームを活⽤

し、グループごとに活動が進められた。⼤学⽣ 1名に対し、附属中学 2~3チーム

(1チーム 4名程度)を 1グループとして事前に割り当てられた。従って、本学学⽣

は、オンラインでのファシリテーションの経験を通じ、必要なスキルを涵養する

と共に、効果的なオンライン・コミュニケーションについて再考するきっかけを

得ることを狙いとした。 

2.2. 連携授業実施⽇時、参加⽣徒・学⽣について 

 連携授業実施⽇と時間、参加⽣徒と学⽣については下記の通りである。 

1. 連携授業実施⽇・時間 
実施⽇：10 ⽉ 16 ⽇(⾦)、30 ⽇(⾦)、11 ⽉ 6 ⽇(⾦)、13 ⽇(⾦)、20 ⽇(⾦)の
全 5 回 
時間：附属中学時間割における 6 時間⽬(14:45〜15:30)・7 時間⽬(15:40〜
16:25) 
※附属中学 1 年⽣ 4 クラスは 2 クラスずつに分かれ連携授業に参加 
 
 

 
2 2013年にオーストラリアで誕⽣した、オンラインで使える無料のグラフィックデザインツール。スマートフォンやタブ
レットなどのモバイル端末のアプリにも対応。豊富なテンプレートや無料素材(写真やイラスト)、⽬的にあったフォントの
数々を利⽤し、オリジナルのデザインを作ることが可能。 
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2. 実施⽅法 
遠隔会議システム Zoom を利⽤したオンライン連携 
 

3. 参加⽣徒・学⽣ 
附属中学：1 年⽣ 4 クラス(1 クラス 40 名程度) 
神⽥外語⼤学：学部⽣ 14 名(2 年⽣ 5 名、3 年⽣ 3 名、4 年⽣ 6 名) 
 

 全 5回の連携授業は、附属中学の時間割に合わせて⾏われた。附属中学の⽣徒

は、1 年⽣ 4 クラス(1 クラス 40名程)が 2 クラスずつに分かれ、学活の時間と⼊

れ替わる形で連携授業に参加した。本学学⽣は、当該時間帯に Zoom で参加(6時

間⽬に 10名、7時間⽬に 7名)した3。参加学⽣は、グラフィックデザインⅡA4の

履修⽣と、学内応募を通じて参加した学⽣の計 14名である。 
2.3. オンライン連携授業の流れ 

 オンライン連携授業では、予め参加⽣徒と学⽣を合わせたグループを編成し運

⽤した。附属中学 4 クラスを 1 クラス 10チーム(1チーム 4名程度)に分け、それ

を更に、本学学⽣の参加⼈数に合わせてグループを編成(1グループ 2~3チーム)し

た。使⽤する Zoom は、附属中学の担任によりスケジュールされた 1 つのミーテ

ィングルームで、附属中学は 1チームに 1台のパソコンが⽤意されミーティング

ルームにアクセスした。⼀⽅、本学教職員及び学⽣は、共有されたミーティング

ID とパスワードを⽤い、各々の端末からアクセスして授業に参加した。連携授業

開始・終了時は、メインルームにて附属中学担任による⼀⻫指導が⾏われ、それ

以外の作業時間はブレイクアウトルームを利⽤し、本学学⽣のファシリテーショ

ンのもとグループごとに進⾏された。⼤まかな流れは下記の通りである。各回の

授業内容は 3 章で詳述する。 

オンライン連携授業の⼤まかな流れ 
l Zoom ⼊室 
l 連携授業開始/課題の確認(メインルーム) 5 分 

→附属中学担任により、配布されたワークシートをもとに当⽇の流れ
と課題の確認を⾏う 

 
3 3名が 6時間⽬と 7時間⽬の両⽅に参加した 
4 本学の授業で、コミュニケーション研究科⽬の⼀つである。コミュニケーションの 3要素、コミュニケー
ションモデル、⼼理効果、認知科学など、主に⼈を対象としたコミュニケーションデザインの解説と課題を
通じ、ビジュアルコミュニケーションデザインへの理解深化に繋げることを⽬的とする授業である。 
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l ブレイクアウトルームに移動/作業時間 34 分 
※ホスト(附属中学担任)と共同ホスト(⼤学教員・職員)はルームを⾏き
来して進捗状況を確認 

l 学習のまとめ(メインルーム) 6 分 
→⼤学教員による全体講義と学びの振り返りを⾏う 

l 連携授業終了(Zoom 退出) 
 

図 2-1(左)⾼⼤連携授業の様⼦(附属中学にて) 
図 2-2(右)優秀チーム発表会の様⼦(附属中学にて) 

 

2.4. オンラインツールの活⽤ 

 オンライン連携授業では、Zoom の他に、Canva や Slack といったオンラインツ

ールを活⽤した。各ツールの概要と活⽤事例について詳述する。 

2.4.1. オンライングラフィックデザインツール「Canva」 

 附属中学の⽣徒は Canva を使⽤し、パンフレットをデザインした。Canva は、

豊富なテンプレートの中から⽬的に応じたテンプレートを選ぶことができ、テン
プレートに情報を流し込む形で、デザイン初⼼者でも簡単にオリジナルのデザイ

ンを作ることが可能である。また写真やイラスト等の素材、多様なフォントを無

料で利⽤(⼀部有料)することができる。即ち、Canva を使⽤することで、ツールを

扱う為に必要な専⾨的知識・技術教育に偏重することなく、相⼿にわかりやすく

伝えるとはどういうことか？など、ビジュアルコミュニケーションデザインの本

質について、理解を深めてもらう機会が得られると考え、Canva を導⼊した。 
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図 2-3 Canva の編集画⾯例 

 

 また Canva は、ブラウザーで使⽤することができ、他のメンバーと共有すると

デザインを閲覧もしくは編集することができる。⽣徒は⾃宅にある端末(パソコン

やタブレット、スマートフォンなど)から Canva にアクセスして作業を続けること

が可能となり、教員や⼤学⽣は各グループの進捗をオンラインで確認し、必要に

応じてアドバイスを⾏うことが可能となった。現在 Canva では、学校向けに更に

多くの価値を提供していくとして、Canva for Education を⽴ち上げ、Canva Pro へ

のアクセスに加え、世界中の教師や学⽣に無料で提供するクラス⽤のアドオンを

提供している。また実際の教育現場では GIGA スクール構想実現5に向け、⽣徒⼀

⼈⼀台の端末整備が整いつつあることから、今後はより多くの教育現場において
Canva が使⽤されることが予想される。 

 本プログラムの最後には、附属中学 1 年⽣の総合学習のまとめとして、発表会

や保護者から講評を受ける機会が設けられた。保護者からは完成度の⾼いパンフ

レットが多いことに、驚きと称賛の声が上がっていた。(⽣徒が実際にデザインし

たパンフレットは 3.4.に貼付する) 

 
5 令和元年度補正予算案において、児童⽣徒向けの 1⼈ 1台端末と、⾼速⼤容量の通信ネットワークを⼀体
的に整備する為の経費が盛り込まれた。これにより、特別な⽀援を必要とする⼦供を含め、多様な⼦供⽴ち
を誰⼀⼈取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能⼒が⼀層確実に育成できる教育 ICT環境を実
現する構想である。 
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2.4.2. チームコミュニケーションツール「Slack」 

 本学の教職員・学⽣間の情報共有、コミュニケーションを図る為、チームコミュ

ニケーションツール「Slack」を活⽤した。連携授業に参加した学⽣は、グラフィッ

クデザインⅡA の履修者 11名と、その他 3名(計 14名)で、連携授業の内容や資料

共有は、連携授業前⽇のグラフィックデザインⅡA の授業内で⾏なった。その為、

授業を履修していない学⽣に対しては、Slack で録画した授業の動画や資料の共有

を⾏い、連携授業の内容を事前に理解しておくよう伝えた。質問等は、常時 Slack

で受け付ける他、連携授業当⽇の昼休み時間帯に直前ミーティング(オンライン)を

実施し、連携授業の内容や資料の再確認、補完を⾏なった。また連携授業後は、学

⽣の所感を共有する為のスレッド6を⽴て、学⽣に投稿してもらい、その内容から、

オンライングループワークでは⾒えづらいグループごとの様⼦・作業の進捗具合の

把握に活⽤した。 

 

図 2-4 連携授業後の感想を Slack で共有する様⼦ 

 

3. オンライン連携授業の内容 

 本章では、各回の連携授業の内容を詳述する。 
3.1. 第 1 回「パンフレットに記載すべき情報を明らかにする 〜カスタマージャ

ーニーマップの作成〜」 

 パンフレットはチームごとに「対象者(どのような⼈がパンフレットを⾒るの

 
6 Slackで投稿されたメッセージに返信する為の機能。 
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か)」、「対象施設(どのような施設を紹介するのか)」、「⽬的(対象者はどのよう

な⽬的でパンフレットを⾒るのか)」が話し合われ、デザインされた。連携授業 1

回⽬では、対象者が必要とする情報を明らかにする為に、カスタマージャーニー

マップを作成した。カスタマージャーニーマップは、マーケティング施策を実践

する際に⽋かせない顧客の⾏動や思考を把握するための重要な考え⽅である。時

系列で顧客の⾏動・思考・感情を可視化し整理することで、今まで⾒えなかった

顧客課題を発⾒することができるツールである。パンフレットを制作する前に、

カスタマージャーニーマップを使い、対象者が対象施設で⽬的を達成するため

に、どのような⾏動を⾏うか整理し、その⾏動の際にどのような気持ちになるか

を想像する。対象者の⾏動や感情を可視化することで、対象者が必要とする情

報、即ちパンフレットに載せるべき内容を明らかにすることを⽬的とした。図 3-1

は⽣徒に提⽰したカスタマージャーニマップの例である。 

 

図 3-1 カスタマージャーニマップの例 

 

 カスタマージャーニマップを構成する項⽬は上から、パンフレットを利⽤する

対象者を記載する「ユーザーモデル」、対象者が段階的にどのような⾏動をする

のか記載する「フェーズ」「⾏動ステップ」、各フェーズ/⾏動ステップにおい
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て、対象者はどのようなことを考え、どのような感情になるのかを想像して記載

する「思考」「感情」、各フェーズ/⾏動ステップにおいて「使う道具(パンフレッ

ト以外にどのようなツールを使⽤するか)」を記載する項⽬がある。⽣徒たちは、

これらの項⽬について、⼤学⽣のファシリテーションのもと、チームごとに話し

合いながら考えをまとめて記⼊する。これらの作業を通じ、最後に対象者がどの

ような情報を必要とするのか＝パンフレットに記載すべき情報を明らかにした。 

3.2. 第 2 回「視覚的にわかりやすいデザイン表現について知る」 

 連携授業 2回⽬では、視覚的にわかりやすいデザイン表現について理解してもら

う為、わかりやすく伝わるデザインのポイントを解説し、実際の制作物の事例を⾒

ながら何がどうして⾒づらいのか・改善すべきところを話し合うワークを実施した。

ブレイクアウトルームでグループごとに別れた後、まず前時に実施したカスタマー

ジャーニマップで明らかになった情報をグループ全体で共有した。次に、レクチャ

ーのポイントがまとめられた資料をもとに、⼤学⽣がわかりやすく伝わるデザイン

のポイントを解説した。⽣徒はレクチャーを受けた後、予め配布された制作物の事

例を⾒ながら、何がどうして⾒づらいのかチームごとに話し合った。⼤学⽣のレク

チャーを思い出しつつ、下表のチェックリストをもとに話し合いが⾏われた。最後

に、⼤学⽣のファシリテーションのもと、⾒づらいと感じたところ、どのように改

善したら⾒やすくなるのかをチームごとに発表した。 
 

  表 3-1 視覚的にわかりやすいデザイン表現に関するチェックリスト 
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3.3. 第 3-5 回「Canva でパンフレットを作成する」 

 連携授業 3-5回⽬では、⽣徒が実際にオンライングラフィックデザインツール

Canva を使⽤しパンフレットを作成した。連携授業 3回⽬は、Canva の基本操作に

関するレクチャーを⾏い、情報や素材配置等のレイアウト検討が⾏われた。まず

メインルームにて、本学教員が Canva の基本操作に関するレクチャーを⾏った。

Canva のログイン⽅法7、パンフレットのテンプレートの選び⽅、編集画⾯におけ

る各ツールの紹介・操作⽅法等の説明を⾏った。その後、ブレイクアウトルーム

でグループごとに分かれ、テンプレート選び、選んだテンプレートをもとに、情

報や素材をどこに配置するか等のレイアウト検討が⾏われた。4回⽬の連携授業

では、著作権・肖像権に関するレクチャーを⾏った後、注意点をふまえて Canva

を使⽤したパンフレット作成が進められた。5回⽬の連携授業も引き続きパンフ

レット作成が進められた。Canva は、⽬的に合ったフォントや⾊の選択、クオリ

ティの⾼い写真やイラスト等の素材が豊富で、附属中学の⽣徒は、より⾃分たち

のイメージに近いパンフレットを作成することに夢中になる様⼦が⾒られた。⼤

学⽣は適宜、グループ全体で共有する機会を作り、チームごとに画⾯共有8しても

らいながら、作成中のパンフレットに対しアドバイスを⾏った。⽣徒は、他チー

ムが受けたアドバイスを⾃分のチームに置き換えることで、考えるきっかけとな

り、更にブラッシュアップに繋がっていた。パンフレットが形になるにつれ、オ

リジナルのイラストをパンフレットに貼付する⽅法や、Googleマップのリンクを

QR コード化する⽅法を知りたい等の様々なリクエストが挙がっていた。⼤学⽣

はリクエストに応じたレクチャーを臨機応変に実施するなど、オンラインファシ

リテーションのコツを掴み、スキル習得に繋がっているように⾒受けられた。 

3.4. デザインされたパンフレット/優秀チーム発表会 

 Canva はインターネットに接続可能な端末からアクセスして使⽤できるツール

である。全 5回の連携授業内でパンフレットを完成出来なかったチームやブラッシ

ュアップしたいチームは宿題として持ち帰ることができた。そうして、全 40 チー

ムのパンフレットが完成した。その後、プレゼンテーション学習が実施され、お互

いがデザインしたパンフレットをプレゼンテーションし、評価し合うポスターセッ

 
7 ログイン⽤のメールアドレス・パスワードは、附属中学の教員がチームごとに予め設定し、チームリーダ
ーに伝えた。 
8 Zoomで、⾃分のパソコンのデスクトップ画⾯や、ミーティング中に実⾏・表⽰されている様々なアプリケ
ーションの画⾯を相⼿の画⾯に映すことができる機能。 
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ションが⾏われた。その中で、⾼い評価を得た代表の 4チームが優秀チーム発表会

にて発表を⾏った。その内の 1 チームのパンフレットを貼付する(図 3-2)。発表会

には、本学学⽣や教職員は Zoom で参加した(図 2-2)。優秀チーム発表後、全体講評

を⾏い、附属中学⽣徒の保護者によって選ばれた保護者賞、本学学⽣によって選ば

れた神⽥外⼤賞、それぞれの表彰が⾏われ、⾼⼤連携授業プログラムは終了した。 

 

図 3-2 附属中学の⽣徒がデザインしたパンフレットの表紙(左)と中⾝(右) 

 

4. まとめ・振り返り及び考察 〜オンラインでの⾼⼤連携授業について〜 

 本学は、2020 年度に都⽴⽩鷗⾼等学校附属中学校と⾼⼤連携に関する協定を結

び、その取り組みの⼀つとして、オンラインを活⽤した⾼⼤連携授業を実施した。
附属中学との連携授業は 2021 年度も予定されている。オンラインを活⽤した新た

な試みとして、モデルケースとなることを⽬指し、振り返り及び考察を⾏う。 

 2020 年度はコロナ感染禍の⾃粛要請により ICT を活⽤した教育⽅法が急速に普

及した。附属中学や本学においてもオンライン授業が経験されていたこともあり、

今回の Zoom を活⽤したオンラインでの連携授業は、教員のみならず⽣徒や学⽣も

⽐較的⼾惑いが少なく、滞りなく進んだように思われた。附属中学の⽣徒や本学の

学⽣も、授業が進むにつれ緊張感も解れ、円滑なコミュニケーションが取れていた

ように⾒受けられた。今回の連携授業では、⼤学⽣ 1 ⼈に対し、中学⽣ 2〜3チー

ムを 1グループとし、振り分けが⾏われた。Zoom では複数⼈が同時に話すと会話

が聞き取りづらくなってしまう。その為、附属中学では、他チームと学⽣が会話し

ている時、またハウリング防⽌の為、マイクをミュートにする機会も少なくなく、

学⽣は担当するチームの作業の様⼦を把握しづらい状況にあったと思われる。学⽣

は適宜、グループ全体で共有する機会を作るなど、全てのチームと均⼀にコミュニ
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ケーションが取れるようファシリテーションする必要が⽣じた。今回のグループ分

けでは、他チームが受けたアドバイスを⾃分のチームに置き換え、考えることで、

気づきを得るきっかけが⽣じていたと考える。その⼀⽅で、授業時間という限定さ

れた条件枠組みの中においては、もう少し⼤学⽣と中学⽣個々が直接会話する機会

を創出する必要性が感じられた。今後は、⼤学⽣ 1 ⼈に対し中学⽣ 1チームを振り

分ける等、双⽅が積極的にコミュニケーションを取れるような場作りが必要である

と考える。そのような振り分けを⾏い、作業中はマイクを常時オンにしてもらうこ

とで、中学⽣の会話の内容からチームの様⼦・作業の進捗を観察し、適切なタイミ

ングでアドバイスを⾏えると考える。より深いコミュニケーションへと繋げ、連携

授業という⼀時的な取り組みにおける交流に留まらず、双⽅が⾃発的にコミュニケ

ーションを⾏うきっかけ作りになるよう、効果的な⾼⼤連携授業を模索していきた

い。 

 最後に、附属中学の先⽣⽅には、オンラインでの連携授業を遂⾏するにあたり、

現地において様々な⾯からサポートして戴いた。特に毎授業開始前に、附属中学の

⽣徒 10 チームが⼀度に Zoom へ接続するパソコン、スピーカーやマイク等の周辺

機器をハウリングしないよう各教室に設置した上で接続テストを実施するなど、通

常授業準備の倍以上の時間を要していたと推察する。ICT 教育はメリットが多く、

活⽤できれば効率的な学習を⾏うことも可能であると考える。本学では、2021 年

度前期の授業から対⾯形式での授業を再開することが予定されているが、授業によ

っては、2020 年度のオンライン授業運営で開発された効果的な教育⼿法や教材を

活かし、オンライン形式を継続するとの⽅針が⽰されている。コロナ感染禍におい

て急速に普及した ICT 教育だが、今後は対⾯授業と遠隔授業、各々の良いところを
取り⼊れた新しい教育⽅法の開発が推進されていくだろう。それと同時に、物理的

環境である学内(校内)設備の ICT 教育への早急な対応が求められている。 
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重な機会を与えてくださるとともに、連携授業計画や本稿執筆において、様々な⾯

からご指導及びご助⾔を戴いた。ここに深謝の意を表する。また、神⽥外語⼤学 産

官学・地域連携部 ⽟造美恵⽒及び、その関係職員の皆様には、連携授業参加学⽣

の募集や修了証の郵送など、連携授業遂⾏にあたり様々な⾯においてお⼼遣いとサ

ポートを戴いた。ここに謝意を表する。 

 最後に、この度の連携授業遂⾏にあたって、多⽅⾯の関係者並びに、授業に参

加した数多くの⽣徒・学⽣にご協⼒戴いたことに感謝の意を表する。 
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https://www.mext.go.jp/content/20200915_mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 
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全国外大連合による通訳ボランティア育成支援の取組みと

教育的効果に関する考察

～平昌冬季五輪・パラリンピックのボランティア活動に参加した

学生を事例として～

澁谷由紀・朴ジョンヨン

（神田外語大学）

Educational Outcomes of the Interpreter Volunteer Training Seminars 

Provided by the Consortium of Foreign Studies in Japan: 

A case study of undergraduate volunteers who participated in the Pyeongchang 

Winter Olympics and Paralympics 

Yuki Shibuya・Jeong Yong Park 

(Kanda University of International Studies) 

はじめに

近年、日本のボランティア活動はグローバルな環境のもとで行われるこ

とが多くなっている。これは実際に海外に出て行う、例えば、自然災害に

よる被災者への緊急支援、開発途上国での中長期的な支援などの活動に限

定されるものではない。日本で開催される国際的なイベントや会議などの

運営、あるいは、日本国内の地域社会で生活する多くの外国人に対する支

援活動においても、多様な文化・宗教的な背景を理解した多言語ボランテ

ィアが必要とされている。

スポーツ界でもグローバル化の波は必然であり、2019 年のラグビーワー

ルドカップ 2019™や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を経

て、2021 年の関西マスターズゲームズと、日本において国際スポーツ大会
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の歴史的局面を迎えている。これらの国際大会の円滑な運営のためにも、

外国人選手や関係者のニーズに対応できる多言語ボランティアの存在は欠

かせない。

スポーツ庁（2018）は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのスポ

ーツ・ボランティアの募集に際し、「学生が、大学等での学修成果等を生

かしたボランティア活動を行うことは、将来の社会の担い手となる学生の

社会への円滑な移行促進の観点から意義があるもの」とし、2020 年東京大

会に合わせて学事暦等の変更を各大学等に提案した。大学生にとって、ス

ポーツ・ボランティア活動への参加経験は、身につけた言語や異文化の知

識を実践する機会という教育的な意義があり、実社会の中でボランティア

活動を経験することが将来の職業生活においても有益であることが示され

ている。

実際に、日常的に外国語が使える環境にない外国語専攻の学生たちにと

って、責任を伴う形で外国語を使う体験は、より高度な言語能力修得への

大きな動機付けや学習意欲の向上につながっており（朴, 2011）、学生の卒

業後のキャリア選択にも影響を与えると推察される。

神田外語大学では、2007年 9月から、学生の外国語修得への支援や言語運

用の経験など、語学学習意欲の向上に向けた取り組みを推進してきた。以

来、2019 年 10 月まで 150 回に及ぶ国際大会（オリンピック・パラリンピッ

クやワールドカップ、世界選手権大会等）に、英語を中心に学生の専攻言

語を含めた多言語対応ができるボランティア 1,301 名を送り出してきた。 

 本稿は、全国外大連合における通訳ボランティア育成支援やその実践取

組みを紹介し、その成果を報告することを目的とする。学生によるボラン

ティア活動は、一般に、その活動が「現地や当事者への貢献」と「参加し

た学生にとっての意味と意義」という２つの軸から評価される（兵藤, 2019）

が、本稿では、大学としてより良い知識実践の場を学生に提供する教育的

手法の改善を目指すことを重視し、全国外大連合による通訳ボランティア

育成セミナーとその実践である平昌冬季五輪・パラリンピックの通訳ボラ

ンティア活動に参加した学生にとっての活動の意味・意義と教育的効果に

焦点を当てる。
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1．全国外大連合の設立

東京オリンピック・パラリンピック大会の開催が決まった翌年の 2014年 6

月、日本にある 7 つの外国語大学1により 21 世紀のグローバル社会に相応し

い人材育成のために、様々な連携を図ることを目的とした「全国外大連合

憲章」が締結された。同年 11 月に京都で開催された「全国外大学長会議」

において、神田外語大学は、グローバル人材育成を目的とした通訳ボラン

ティアの育成事業を提案した。2007 年から全学を挙げて積極的に取り組ん

できた本育成事業の教育的意義や効果、また外語大としての国際社会への

貢献等を前提にした提案は承認され、2015年 2月には神田外語大学ボランテ

ィアセンター内に、「全国外大連合通訳ボランティア支援事務局」が設置

された。

2. 通訳ボランティア育成セミナーの開催2

全国外大連合憲章の理念を具現化する取組みとして、2015年 8月には 7外

大連携による「第 1 回全国外大連携プログラム通訳ボランティア育成セミナ

ー」が開催された。初めての試みということもあってか、240 名の定員に対

して、7外大から 1000名を超える多くの学生からの応募があり、改めて学生

ニーズの高さが窺えた。

以降、2018 年 9 月まで 6 回にわたり全国 7 つの外国語大学の学生を対象と

した全国外大連携通訳ボランティア育成セミナーが開催された。受講生は、

第１回から第６回までのセミナー修了後、多言語人材バンクに登録してお

り、卒業後にも国際スポーツ大会において随時情報が届くようになってい

る。

2 回目以降のセミナー修了者は以下表-1 の通りである。セミナーを修了し

た学生は「全国外大通訳ボランティア人材バンク」に登録することができ、

その後希望する学生には、実践の場である各種スポーツ大会や国際イベン

1  関西外国語大学、神田外語大学、京都外国語大学、神戸市外国語大学、東京外国語大学、

長崎外国語大学、名古屋外国語大学（五十音順）
2 筆者（朴ジョンヨン）は、第１回から第 7 回まで本セミナーの教育担当コーディネーター

を務め、全国外大生のボランティア育成・実践活動を支援してきた。

2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  73



トでのボランティア活動の機会が提供される。現在登録している学生は、

1,965 名の修了者に対して約 86％の 1,694 名である。多くの受講生がセミナ

ーで学んだ知識を実践する国際大会等におけるボランティア活動に対して

高い意欲を示していることが分かる。

表-1. セミナー修了者・人材バンク登録者数推移 

セミナー修了者・人材バンク登録者数推移（単位：人）

回 1 2 3 4 5 6 7 計

修了者 236 197 367 178 356 424 207 1965 

登録者 219 188 346 126 284 375 156 1694 

3. 通訳ボランティア育成セミナーの内容

セミナーにおいては、それぞれのセミナーの目的に相応しい講演者を招

き、大学の教育者や研究者のみならず、国やグローバル企業の関係者によ

る特別講演も実施している。

平昌冬季五輪・パラリンピック競技大会前々年の第 3 回セミナーでは、平

昌冬季五輪・パラリンピック競技大会組織委員会の金キホン副事務総長を

お招きし、韓国で初開催となる冬季五輪大会の意義を語ってもらった。そ

の際には、日本からのボランティア協力への感謝の言葉も伝えられ、参加

した学生のボランティアに熱い期待が寄せられた。京都外国語大学で開催

された第 4 回には、東京 2020 オリンピック・パラリンピック組織委員会の

森喜朗前会長より、オリンピック・パラリンピックの日本社会に及ぼす影

響についてご講演をいただいた。第 5 回には、橋本聖子現東京オリンピッ

ク・パラリンピック組織委員会会長から、自らの選手時代の経験を踏まえ

て国際大会におけるボランティアの重要性に関するご講演をいただいた。

また、2019年 8月に開催された第 7回セミナーにおいては、鈴木大地（前）

スポーツ庁長官より、金メダル獲得までの経緯やオリンピック・パラリン

ピックのレガシー等についてご講演をいただいた。
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セミナーの内容は、スポーツや文化を中心に他大学の様々な専門分野の

研究者とも連携を図り、幅広い分野の知識修得に及んでいる。また、実際

に活躍されているプロの通訳による現場でのスキルなどがグループワーク

を通じて伝達され、語学を学ぶ学生たちにとって高い効果が期待されるプ

ログラムとなっている。

4. ボランティア育成セミナー参加後の意識変化に関する調査

2007 年から 2017 年まで神田外語大学から国際大会にボランティアとして

参加した学生の参加動機と活動後の意識変化等の調査（朴、2011）をベー

スにし、2015 年 8 月より 2018 年までの全国外大連携通訳ボランティア育成

セミナーに参加した延べ 1,758 名に対し、アンケート調査を行った結果を以

下にまとめた。

1) 全国外大連携通訳ボランティア育成セミナーの参加動機

図-１．第 1 回〜６回⽬まで全国外⼤連携通訳ボランティア育成セミナーに参加した動機

（n=1,758） 

図‐１は、このセミナーに参加した動機についての結果である。一番多い

のは「自分自身の成長につながる」で 33％である。学生たちは授業外の普

段体験できない環境の下、自己成長と新たな自己発見をしたいと思ってい

⾃分⾃⾝の成⻑

につながるから

33%

様々な分野の通

訳ボランティア

に参加したい

30%
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⾃分の語学⼒の

レベルを向上さ

せたい
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全国の外⼤⽣と
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スポーツに興味
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その他
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ることがわかった。2 番目に多いのは「様々な分野の通訳ボランティアに参

加したい」30％、次いで「グローバルに活躍したい」16％の順となってお

り、国際スポーツ大会に参加する外国人選手や大会運営に語学を介したボ

ランティアとして関わりたい意欲が表われていることが理解できる。

2) 参加後の意識変化等について（n=1,758）

ここからはセミナーに参加した学生の意識の変化等について考察する。

アンケートの結果、以下 2)-1から 2)-5のような意識変化があったことが挙げ

られた。

2)‐1．グローバル人材とは何か、そのために何をすべきかが明確になった 

図-2 1,758 名からの回答結果 

図-2の「グローバル人材とは何か、そのために何をすべきかが明確になっ

た」について、53％が「そう思う」と答えた。42％の「まあそう思う」と

いう回答と合わせると、95％に及ぶ参加者たちが単に通訳ボランティアの

スキルや技法を学ぶだけでなく、グローバルなマインドやグローバル人材

になるための資質と条件等について理解を深めていることが明らかになっ

た。
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2)‐2．語学力とコミュニケーション力の必要性について学ぶことができた 

図-3 1,758 名からの回答結果 

次に、図‐3の「語学力とコミュニケーション力の必要性について学ぶこと

ができた」に対し、「そう思う」78％、「まあそう思う」が 20％であった。

グローバル人材になるための条件である語学力・コミュニケーション力の必

要性を感じている受講生が 98％を占めていることになり、外国語を学ぶ学

生にとっては語学を学ぶ意義とコミュニケーション力の重要性を実感してい

たことが実証された。

2)‐3．スポーツを取り巻く多様な分野や専門知識の理解が深まった 

図-4 1,758 名からの回答結果 
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図‐4の「スポーツを取り巻く多様な分野や専門知識の理解が深まった」に

対する回答は、「そう思う」47％、「まあそう思う」40％で、合わせて

87％「どちらともいえない」が 10％を占めている。多くの参加学生が、こ

のセミナーをスポーツ分野の専門知識を吸収できる場として捉えているこ

とが推察できる。

2)-4．参加する前より語学を学ぶ意義と学習意欲が高まった 

図-5 1,758 名からの回答結果 

図-5の「参加する前より語学を学ぶ意義と学習意欲が高まった」に対し、

「そう思う」77％、「まあそう思う」19％の順となっており、参加前と受

講後の語学学習に対する意識の変化があったと感じた受講生が 96％を占め

ている。この結果から、語学学習を主に目的とする外大生にとって、セミ

ナーへの参加は、語学を学ぶ意義とさらなる学習へのモチベーション向上

に役立つということが浮き彫りとなった。
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2)-5．今後、通訳ボランティア実践や様々な活動に今より積極的にチャレン

ジしてみたい

図-6 1,758 名からの回答結果 

図-6の「今後、通訳ボランティア実践や様々な活動に今より積極的にチャ

レンジしてみたい」に対しては、「そう思う」が 85％、「まあそう思う」

が 14％を占めており、99％の受講者は座学のセミナーだけで満足せず次の

通訳ボランティア実習に積極的にチャレンジする意識に変わったことが明

らかになった。

5. 全国外大連携プログラム通訳ボランティア実践の取組み

全国外大連合は、通訳ボランティア支援事業の一環として、「全国外大

連携プログラム通訳ボランティア育成セミナー」を受講した学生に対して、

様々な国際大会におけるボランティア活動の実践機会を提供している。こ

れまでの全国外大連合の学生ボランティア参加の実績としては、2016 年 10

月に文部科学省が主催し、京都及び東京で開催された「スポーツ・文化・

ワールドフォーラム」に 39 名、2017 年 2 月の「札幌冬季アジア大会」に 86

名、また 2018年 2月には「平昌冬季五輪・パラリンピック競技大会」に 100

名の学生を送り出している。

2016年 6月に、全国外大連合は通訳ボランティアを通した連携を目的に、

平昌冬季五輪・パラリンピック大会組織委員会と韓国ソウルにて協定を締
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結した。2018年 2月には、全国外大連合から平昌冬季五輪・パラリンピック

に 100 名の学生がボランティアとして大会運営に携わった。参加した学生ら

は、26 日間（2 月 1 日～26 日まで）ピョンチャン会場に 34 名、カンヌン会

場に 34 名、チョンソン会場に 32 名と分かれて、英語を含む多言語グループ

として活動を行った。活動の内容は、インフォメーションセンターや紛失

物センターでの対応、観客案内、誘導、出入統制、関係者入口対応等広範

囲にわたる活動であった。

6. 平昌冬季五輪・パラリンピックの通訳ボランティアに参加した学生への

調査

本項では、2018 年の平昌冬季五輪・パラリンピックに参加した学生に対

するアンケート調査（n=67）の結果、さらに、その中から 2名（表-2参照）

に対して行った通訳ボランティア活動経験についての聞き取り調査（調査

期間は 2020 年 9~11 月、各約１時間程度の半構造化面接）の結果から、通訳

ボランティア活動への参加動機と参加経験に対する自己評価について考察

する。

1）平昌冬季五輪・パラリンピックの通訳ボランティア活動への参加動機

グラフ‐1 に、活動後に神田外語大生 67 名に対して行なったアンケート調

査の結果を示した。平昌冬季五輪・パラリンピックへのボランティア活動

参加動機について自己評価した平均値を学年別に示したものである（5 段階

評価：5 = 「そう思う」、4 =「まあそう思う」、3 = 「どちらとも言えな

い」、2 = 「あまりそう思わない」、1 = 「そう思わない」）。グラフの青色

は 2 年生（32 名）、赤色 3 年生（29 名）、緑色が 4 年生（6 名）を表してお

り、紫色は全体の平均値を表している。

ID No. 専攻語・使⽤⾔語 調査時
学年 性別 ボランティア活動開始時期 おもなボランティア活動経験

I-1 英語 4年 男 ⼩中学⽣の時から 地域イベント、平昌オリンピック

I-2 英語 4年 男 ⼤学⼊学後 東京ゲームショウ、修学旅⾏の同⾏通訳、
平昌オリンピック

表-2 インタビュー調査対象者
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グラフ-1から、平昌冬季五輪・パラリンピックのボランティア活動への参

加動機は、「自分の語学力のレベルを向上させたい（4.50）」、「異文化・

国際交流に興味がある（4.62）」、「様々な人と出会い、人と働く喜びを感

じたいから（4.62）」、「授業で学んだ知識やスキルを実践的に試す機会だ

と思ったから（4.35）」などのように、多くが語学力の向上、興味関心を深

める、人間関係の構築、学んだ知識の実践のためなどのような、自分のた

めになることを実現するための活動機会と考えていることがわかる。

グラフ‐1. 平昌冬季五輪・パラリンピックに参加したボランティア参加動機（n＝67） 

語学力を試す機会として通訳ボランティア活動を捉える傾向は、インタ

ビュー調査から得た次のような発話からも窺える。

（ボランティア活動現場で英語を使うことが）うまくいったにしろ、うまくい

かなかったにしろ、その成功体験、失敗体験が自分の英語学習にもつながると言

うか、モチベーションが上がるので。単純に誰かの役に立ちたいなっていう思い

も、まああるんですけど、そっちが先に来たというよりは、自分がもっと英語を
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使いたいっていう思いが先に来て、その結果誰かの役に立てた、ああ嬉しいなっ

ていう感じでしたね。（I-2） 

自分の能力・スキルの向上のためよりも、「スポーツが好き」という興

味関心から、オリンピックという特別なスポーツ・イベント自体を「熱を

肌で感じる」ことができる貴重な経験と捉えて参加を決めたケースもある。

僕、ウインタースポーツもやるので、転がり込んできたチャンスだったので、

行きたいなと…….目の前で見れるかもしれないし、いざ世界レベルのプレーと

かも見てみたいなっていうので……スノーボードをやるので、平野くん、目の

前で見れたらうれしいなって…….通ったらラッキーっていう気持ちで応募しま

した…….ああいう世界的なスポーツの祭典っていうものに初めて肌で感じたの

は大きかったですね。スケールが違う。スポーツ大好きなので、後々スポーツ

の仕事に就きたいって、そこで思ったんですよ。だから、それはいろいろお客

さんの層であったりとか、あと、何だろうな。でも、熱かな、お客さんの。お

客さんの熱を生で感じられたのは一つ大きな衝撃を受けたかな。（I-1） 

大学生のボランティア活動への参加動機にかかわる調査研究では、ボラ

ンティア活動への参加は、伝統的な公益性、奉仕性、献身といったような

利他的な動機からではなく、身近な興味ある活動を通して経験や視野を広

めたいという自己実現の動機から活動に参加していることが指摘されてい

る（e.g., 迫・上地・山本 1997；柴田・大束・大山ほか 2004）。本稿の調査

対象者の回答からも、外国語専攻の大学生として当然と考えられる語学学

習の成果を試すという自己実現的な理由がおもな参加動機であることがわ

かった。外国語専攻の学生にとって通訳ボランティア活動は、自身の語学

力を確認する機会であり、向上させるチャンスであり、自分のための学び

であると受け止められているということである。

さらに、学生にとって五輪でのボランティア活動は、好きなスポーツ・

イベントに当事者として参加でき、異文化環境で世界中から来たさまざま
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な人々にふれ、そのような経験が自分の興味関心の延長上にある「一つの

楽しみ」と捉えられているのが特徴であろう。

2）参加経験による自己成長の認識

グラフ-2は、平昌冬季五輪・パラリンピックでのボランティア活動参加経

験を項目ごとに自己評価した平均値を学年別に示したものである（5 段階評

価：5 = 「そう思う」、4 =「まあそう思う」、3 = 「どちらとも言えない」、

2 = 「あまりそう思わない」、1 = 「そう思わない」）。グラフの青色は 2 年

生（32 名）、赤色 3 年生（29 名）、緑色が 4 年生（6 名）を表しており、紫

色は全体の平均値を表している。

平均点として、一番高く示されているのは、「今回の経験は私にとって

非常に有意義だった（4.59）」で、活動が充実していたことが窺える。次に、

多く示されたのは、「以前より、異文化に対する興味や関心を持つように

なった（4.56）」、「参加する前より語学に対するモチベーションが向上し

た（4.56）」、それぞれ同じ平均点が示され、事前学習から得られた学習効

果に関連づけられる回答が多く見受けられる。

学年別の回答傾向に大きな差は見られなかったが、現場でしか体得でき

ない貴重な活動であることも窺えた。「初めて出会う外国人に対して違和

感や緊張感がなくなった（4.18）」、「自分の性格がより積極的になった

（4.09）」、「ボランティア精神が理解できた（4.24）」、「相手が何を話

したいか良く聞き、うまく伝えられるようになった（4.12）」、「将来役に

立つ技術を学ぶことができた（4.29）」などの項目の平均値が全体的に高い

傾向が見られた。

参加した学生のアンケート調査の自由回答欄からは、「海外にいるとき

は海外のルールや言語を積極的に取り入れ、いかに自分のものにするか、

ということが大事になってくる。その国のことを知り、言語を使ってコミ

ュニケーションを取っていく中で、ボランティアをする意義を見つけるこ

とができた。」、「言語が通じない時にボディーランゲージや表情がとて

も大切だと痛感した。英語通訳で参加したが、韓国語もある程度勉強して

いけばもっとコミュニケーションがスムーズだったと思うので、次にこう
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いった機会があればその国の言語を学んでいきたい。」、「英語のネイテ

ィブの方々はやはり話すスピードが早く聞き取れないことが何度かあり、

まだまだ、英語力が足りないと実感することが出来た。このボランティア

を通じて、人との繋がりを感じることができ、それを通じてもっと言語を

学びたいという気持ちが沸いてきた。」などの感想が寄せられ、参加した

学生たちにとって充実した経験であったことが窺える。他者と協調性を保

ちながら働くことの大切さと喜びを体得し、専攻言語習得や異文化理解へ

の大きな動機付け、及び日本人としてのアイデンティティ等、グローバル

人材に求められる様々な視点を身につけていることが確認できた。

グラフ‐2. 平昌冬季五輪・パラリンピックに参加したボランティアの自己評価（n＝67） 

 一方で、ボランティア活動は、楽しいことばかりでなく、辛かったり、

戸惑ったり、悩んだりする場面も勿論ある。インタビュー対象の学生から

は、自発的に参加した通訳ボランティア活動であっても、「朝の、多分 4 時

半とかで結構マイナスだったんですけど、寒い中 30 分とか待たされたりと
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か。（I-1）」のような経験についての発話があった。また、思い描いてい

た「通訳ボランティア」のイメージと異なり、「英語が使える」という期

待と現実とのギャップに戸惑うこともあるだろう。実際には、外国語より

日本語を使うことの方が多かったことや通訳とは別の役割を求められるこ

ともある。

  正直そのギャップはありましたし、もっと（英語を）使いたいなって思いが

あったんですけど。まあ、とはいえ韓国に、ぼく初海外だったんですけど、そ

こに 4 週間いる中で、その状況に文句を言っても何も始まらないので…….どう

やったらそういった機会をつくれるかなとか、その環境から学んだ部分もあり

ましたし。韓国人のスタッフさんとか、ほかのボランティアとは基本英語で話

してたので、英語を使う機会は毎日あったんですけど、単純にそれがお客さん

に対してとか、オリンピックの一員として使う機会はなかったので…….ないも

のはないしな、みたいな。じゃあつくるしかないかな、っていう感じでした

…….いろんな人に声かけたりとか…….やっぱり自分からチャンスがなかったら

動かなきゃいけないんだとか、っていうのは学びましたね。チャンスがないか

らとかじゃなくて、チャンスはつくるものだなっていうのとか…….大学内で英

語サークルに入るとか、大学の施設に行くとか、っていうことだけでは養えな

いことかなって思いました……（I-2） 

 ボランティア活動を続ける中で、その場の状況を把握し、何が必要なの

か、自分にどのような役割が求められているのかを認識し、自分の判断で

機転をきかせて行動に移すということを学んだということであろう。以下

のような発話もあった。

自分から考えて動くようにもなったり、柔軟に…….最初に聞いてたことと、

やったことが、まったく違かったりすると、自分で考えて、ここは自分でやって、

ここは怪しいから大会の人に聞いたほうがいいなっていうのも、自分で考えてや

らなきゃいけないし。(I-1)   
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ボランティア活動が学生の自己肯定感を高め、学習意欲に肯定的な影響

を与えることは多くの研究調査で明らかにされている。河井（2012）は、

ボランティア活動への参加と学生の学習との関係について、「大学生のキ

ャリア意識調査」をもとに、ボランティア活動により多く参加している学

生は、ボランティア活動で協働・チームワーク、困難や失敗との直面の機

会、責任や役割分担の経験により、知識・技能をより多く身につけており、

学習パフォーマンスが高いことを指摘している。本研究の結果からも、通

訳ボランティア活動を経て、学生の行動や意識に変化が起こり、日常的な

大学教育だけでは得ることができない、語学力実践、コミュニケーション

力や異文化理解力の向上、積極性が促されたことが推察される。

7. まとめと今後の展望

1) 調査結果のまとめと課題

スポーツの国際大会における通訳ボランティア活動は、若者のスポーツ

分野への関心の高さから、チャレンジするボランティアとしては敷居が低

いと考えられる。通訳ボランティア育成セミナーや平昌冬季五輪・パラリ

ンピックのボランティア活動に参加した学生に対する調査結果から、学生

にとってのボランティア活動は、従来のボランティア活動にある「奉仕」

や「社会貢献」というイメージとは異なるものであることがわかった。外

国語専攻の学生にとって、国際的なスポーツ・イベントで通訳ボランティ

ア活動に参加する経験は、語学スキルを異文化環境で実践する場と捉えら

れている。さらに、実際に現地で活動する中で、多様な人々と出会い、話

を聞いたり、話し合ったりする中で、異文化理解力やコミュニケーション

力、積極性を身につける機会になっているようである。

スポーツ分野に限らず、若年層のボランティア活動への参加は広く浸透

してきているが、ボランティア活動は支援する相手があって成り立つ活動

である。自己志向的な参加動機が顕著であっても、アンケート調査の「ス

ポーツ選手や海外から訪問する外国人選手や役員の役に立ちたい」という

項目に対して、多くの学生の回答は肯定的であった（グラフ-1参照、全体の

平均値は 4.26）。「スポーツ・イベントにかかわるさまざまな人々を支えた
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い」というような、一般的なボランティアの理念に内包される利他性があ

ることが窺える。今回の調査では、ボランティア活動後の自己評価、つま

り、「する側＝自分」に焦点を当てたが、今後の調査課題としては、ボラ

ンティア活動本来の意義である「現場や当事者にとってどのように良いも

のであったのか」という「される側への貢献」（二宮, 2017）という視点か

らも活動を評価する必要性があると考えられる。

2) 今後の活動支援の展望

全国外大連合の取組みから実証された様々な教育成果をベースに、神田

外語大学では新たに産官学連携によるグローバル人材育成に向けての取組

みを進めている。

ひとつの事例として、2018 年９月に地域貢献と人材育成を推進すること

を目的として、ＪＲ東日本グループと包括的連携に関する協定を締結した。

これにより、本学の学生たちは、東京駅や成田空港駅等を中心とする外国

人案内ボランティアにも積極的に参加している。駅周辺で、道に迷った外

国人に学んだ外国語で話しかけるなど、現場でしか体験できない状況に臨

機応変に対応する力を養う実践的な活動にもなっている。

スポーツのグローバル化は今後ますます加速するであろう。日本のスポ

ーツと言語教育分野において、貴重な実践経験の場が確保され、この取り

組みの教育的な意義やその効果が日本のグローバル社会で活躍する人材育

成へ微力ながらつながっていくことを期待したい。

写真-1．観客案内、誘導、出⼊統制区間での活動様⼦ 
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人文学で未来を切り開く 
 

——フランス語圏文化研究を用いたケースメソッド教授法の展開可能性—— 
 

高橋梓 † 
松井真之介 †† 
山川清太郞 ††† 

 
 
本ワークショップでは、現代フランスの政教分離問題を日本風に翻案し、近未
来の日本社会で起こりうるコンフリクトの疑似体験を試みた。ケースメソッド
型ワークショップはコンフリクトの疑似体験を可能とするため、ステークホル
ダーとの関係構築のためのシミュレーションとして効果が期待できる一方で、
ICPカンファレンス 2018で実践したワークショップにおいて参加者の関心は直
接的な利害関係者に集中していた。そこで ICP カンファレンス 2020 では今後
起こりうる社会を想像することで、現在自分と直接関係のないステークホルダ
ーを意識する能力の開発を目指すと共に、フランス語圏文化研究の知見に基づ
く解決方法の模索を経ることで、人文学の習得こそが SDGs の達成に寄与する
という仮説を検証した。 
【キーワード：ケースメソッド、フランス語圏文化、政教分離、ステークホル
ダーの可視化】 
 
 
1．はじめに 
 本研究チームはイノベーティブ・クラスルーム・プラクティス（以下 ICP）
カンファレンス 2018 においてワークショップ「社会を生き抜くための人文学
——フランスを用いたケースメソッドの可能性——」を実施した 1。この試み

† 近畿大学准教授 
†† 宮崎大学准教授 
††† 京都先端科学大学非常勤講師 
1 高橋梓、松井真之介、山川清太郞「社会を生き抜くための人文学――「フランス」を用

いたケースメソッドの可能性――」、『2018 年度言語メディア教育研究センター年報』、

神田外語大学、pp.133-155、2019 年。  
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は、社会的コンフリクトの疑似体験と人文学（フランス語圏文化研究）の講義
を結びつけるものである。ワークショップ参加者は「ケース」に書かれる架空
の事件（パワーハラスメント）の当事者となり、講師（高橋・松井・山川）の
提示する人文学のレクチャーの中から問題解決のヒントを探り出して、チーム
として対策を考案・発表する。この実践は昨今の実学教育と教養教育の二項対
立を目指すものであるとともに、参加者に人文学を通じて社会構造の問題の把
握と改善に向けた具体的な提案を促すものであった。いわば本ワークショップ
は多様な個人と結びつく多様なステイクホルダーの存在を可視化し、「誰一人
取り残さない世界」という理念を再確認させる点において、SDGs 教育の実践
プログラムとして位置づけられるものである。 
 しかし ICP カンファレンス 2018 での実践を経て、執筆者は本ワークショッ
プの問題を実感することとなった。ワークショップ参加者自身による振り返り
（リフレクション）には、フランス語圏文化研究の社会的意義への気づきなど
が記載されているが、他方で参加者が提案するハラスメント問題の解決法の大
半が「飲み会を設ける」「職場の先輩に相談する」等の一般論に終止している
のである 2。むろんこれらはハラスメント問題の当事者の解決法としては妥当
なものであろう。だがそもそも本プロジェクトは社会的コンフリクトの当事者
意識の醸成と、問題解決に向けた推進力を開発することを目的とする。その観
点において、参加者が提示する解決策はコンフリクトの構造を放置し、自分だ
けがすり抜けることを目指すものだと言わざるを得ない。それはすなわち自己
の周囲に潜む多様なステイクホルダーを可視化できないことを意味する。この
結果を受け、SDGs 教育を目指す本プロジェクトは改善を迫られることとなっ
た。 
 ICPカンファレンス 2020オンラインにおいて執筆者たちが試みたのは、これ
まで使用してきたケースの根本的な変更である。本プロジェクトでは社会問題
の当事者へのヒアリングにより、ハラスメントやチーム内の不和といったアク
チュアルな問題のストーリーを構築してきた。だが言い換えるとそのような問
題は参加者たちにとって当たり前のように存在するものであり、それゆえに社
会構造の捉え直しを行うことが困難となるのではないかと推察される。そこで
我々は、参加者にとって当たり前ではない問題、すなわち現代日本では生じて
いない社会問題のケースの作成を目指した。そのために着目したのが、執筆者

2 前掲報告書、p.156。 
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たちの研究対象であるフランスの宗教問題である。 
 周知の通り、20 世紀初頭のコンブ内閣に始まる政教分離政策（ライシテ）は、
フランス社会の基本的な価値観の一つである 3。公教育の場における宗教色の
排除は、むろん日本では見られないことだが、本ワークショップではこれを未
来の日本社会の出来事に翻案したケースを作成した。以下、ICP カンファレン
ス 2020 におけるワークショップ実践を詳述し、この新たな試みの成果と課題
を検討することで、SGDs 教育プログラムの開発に向けてのさらなる改善案を
提示したい。 
 
2．ワークショップの手順 
本ワークショップはオンライン版として ZOOM 上で行った。基本的な進行手
順は以下の通りである。 
 
【I. 導入】 
自己紹介、趣旨説明 
 
【II. 知る作業①】 
ケース読解 
全体共有 
 
【III. 知る作業② ジグソー法】 
ブレイクアウト（1）を使用し、3 グループに分割してレクチャー受講 
ブレイクアウト（2）で別グループに再編し、各レクチャーの共有 
 
【IV. 作る作業】 
ブレイクアウト（2）でプレゼンの準備 
メインルームでのグループプレゼン 
 
【V. 総括、リフレクション】 
講師による総括、Google フォームでのリフレクション 

3 林瑞恵、「ライシテ」、『現代フランス社会を知るための 62 章』（三浦信孝、西山教行

編）、明石書店、2010 年、p.239。 
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（各セクションの詳述） 
【I. 導入】〜【II. 知る作業①】 
 ICP カンファレンス 2020 では 11 名の参加者を迎えた。アイスブレーキング
としての簡単な自己紹介とワークショップの基本的な流れを紹介した後、チャ
ットにてケースを配布し、10 分で読解してもらう。ケースの内容を整理できる
よう、「設問 1」で内容理解を課し、読会終了後に参加者に報告をさせること
で、スムーズな全体共有を目指した。 
 
 

——————————————— 
 

【実際に使用したケース】 
 

ある学校のライシテ 
 
 舞台は 2031 年の日本。自国第一主義が吹き荒れた 2010 年代から、コロナウ
ィルスによって引き起こされた各国の分断の反動のように、世界は急速にリベ
ラルへと向かいつつあった。日本では自民党が下野し、新生民主党が第一党と
なる。新政権はフランスの人権思想を規範とした教育改革を徹底し、公立の学
校機関では宗教色が排除された。しかし宗教をアイデンティティとする人々は、
子供たちにあえて宗教的な服装を身につけさせることで、日本各地で問題を起
こす。そんなある日、熱心な B 教信者の両親を持つ少女、興梠こ う ろ き由香里ゆ か り が県立
池田高校に転校してくることになった。2 年 C 組の担任である緒方は、由香里
の母親から「転入初日は法被を着てくる」と宣言を受けていた—— 
 
 
 興梠由香里の転校当日、緒方はいつもより早めに出勤し、職員室で待ち構え
た。彼女が母親の予告通り法被を着て登校したら、そのまま職員室で指導に入
る手はずだった。だが、ショートホームルームの予鈴が近づいても、由香里が
現れない。誰も現れないまま、予鈴が鳴る。 
 仕方なく緒方は教頭に状況を告げ、2 年 C 組のクラスに向かった。いつにな
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くクラスの中が騒がしい。悪い予感がした緒方は、落ち着きを取り戻すように
ゆっくりとドアを開けた。その目に飛び込んできたのは、黒い法被を着た少女
を取り囲むクラスの生徒たちの姿だった。興梠由香里と思われる生徒が、クラ
ス委員の齋藤絵梨と楽しそうに話しており、そこにクラスの大勢が集まってい
る。 
「由香里ちゃん、全然変わってないじゃん！」 
「てか、絵梨もでしょー！」 
「でもホントにうちのクラスなんだね。ウケる！」 
 周囲が笑いに包まれる。緒方は思わず大声を出した。 
「皆さん、ちょっと静かにしてください！」 
 ざわめきが止まり、クラスの視線が緒方に向かう。絵梨が慌てて自分の席に
戻り、他の生徒も本来の場所に戻っていく。 
「興梠さん……ですね」 
「はい。すみません、職員室の場所がわからなくて、絵梨さんに聞こうと思っ
てクラスに来たんですけど、つい話し込んじゃって」 
 悪びれず話す由香里は、茶に染めた巻き髪と華やかな顔立ちで、弾けるばか
りの笑みを浮かべた。思わず緒方は絵梨を見る。 
「先生、由香里は小学校のときの友達なんです。久しぶりに会ったからちょっ
と嬉しくて、失礼しました」 
 由香里とそっくりな流行の髪型をした絵梨の笑顔に、緒方ははっきりとたじ
ろいだ。 
「いや、それはいいんだけど、まずは職員室に来てくれないと……」 
 口ごもる緒方に、絵梨が続ける。 
「すみません、やっぱりインフルエンサーが転校生ってことで、みんなも盛り
上がっちゃって」 
「インフルエンサー？」 
 緒方は思わずオウム返しで答える。 
「あれ、知らないんですか？由香里のフォロワー数ってすごいんですよ。この
髪型も由香里のマネだし」 
 「私もー」「かわいいー」といった声がクラス中に溢れる。その空気に翻弄
され、緒方は自分でも驚くほどの大声を出した。 
「静かに！興梠さん、その服装！」 
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 自分でもわかるほどうろたえながら、緒方は由香里の黒い法被を指さす。由
香里は笑顔を変えず、答えた。 
「あ、すみません。髪型と服装は自由って言われたんで」 
 新政権になってから、女性の権利や学校内の自由が推し進められ、制服を廃
止し、髪型や化粧を自由にする学校は増えている。だが、それには例外がある。 
「政教分離です！すぐに職員室に来なさい！」 
 緒方の怒鳴り声に由香里は臆することなくうなずいて、緒方を先導するよう
に廊下へ向かった。まるでこんなことにはすっかり慣れていると言わんばかり
の態度だ。人気インフルエンサーの転校生に向かって怒声を挙げ、外に連れ出
そうとする緒方を、クラスの面々が敵意を持った目で見つめてくる。その視線
に耐えきれず、緒方は由香里を追って教室を後にした。 
 
 職員室に併設する面談室で由香里との面談が始まった。緒方の横には教頭と、
二年生の学年主任が座っている。教員側の緊張した表情に対して、由香里は落
ち着いて微笑みを浮かべている。 
 最初に口を開いたのは教頭だった。 
「興梠さん、それは B 教の法被ですね」 
「はい、まあ、そうかな」 
 軽く答える由香里に、教頭はいらだったような声で続ける。 
「政教分離については当然知っているよね。公立高校では宗教を感じさせる服
装は認められません」 
「そうみたいですね」 
「ですから、今日はその法被を脱ぎ、明日からは着てこないようにしてくださ
い」 
 由香里は教頭の言葉にゆっくりとうなずきながら、相変わらずの微笑みを浮
かべ、答えた。 
「コーデです」 
「コーデ？」 
 学年主任が繰り返す。 
「これ、法被というか、ファッションですよ」 
「え？」 
「第一、私は B 教じゃありません」 
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 由香里は微笑むのを止め、まっすぐに緒方たちを見つめた。 
「でも、B 教の法被を着ているじゃないか」 
 緒方は由香里に尋ねる。 
「両親は B 教だけど、私は別にあんなの信じていないし」 
「じゃあなぜ法被を着ている？」 
「着ていけってうるさいからですよ。これを着ていれば親子が平和なんです」 
 宗教の信者である両親が子供に宗教の服を着せ、面倒だから着る——興梠親
子の関係が少し見えてきた。緒方はそれを受けて続けた。 
「それなら学校では無理に着なくてもいいんですよ。学校に着いたら脱げばい
い。家や街で着る分には何の問題もないんだから」 
 それを聞いた由香里の口にまた微笑みが浮かぶ。 
「だから、コーデなんです。法被だってこうすれば普通の服でしょ？」 
 由香里は立ち上がり、法被をゆっくりと指さしていった。黒い法被には B 教
のシンボルである榊の紋様が書かれている。だが、よく見るとその法被は合わ
せ部分にボタンがつけられ、腰の部分にベルトが付いている。法被だと思って
みていたが、よく見ると生徒が着ているアウターと同じデザインだ。 
「この模様、和柄だから夏の季節にインナーと合わせるとかわいいじゃないで
すか」 
 見ると由香里は法被の下に水墨画の竹のような模様が書かれたグレイの服を
着ている。全体が「和」をイメージしたファッションに見えないこともない。 
「親はあんな法被を着ていけって言うし、うるさいからこれを作ったんですよ。
これを着ていると家でも何も言われないし。インスタでも評判良かったから、
《語らい》に関係ないときでも時々着てるんです」 
 そこまで言うと由香里は座り、椅子に深く腰掛けた。言うべきことは終わっ
た、という態度にも見えた。 
「……でもね」教頭が言う。「結局 B 教の法被で作ったんでしょ？じゃあやは
り宗教の持ち込みじゃないか」 
「だから、私は B 教なんて興味ないです。これはただのファッションで、模様
は似ているかもしれないけど B 教の人たちが来ているものとは違います。服装
は自由じゃなかったんですか？」 
 由香里の声は少し強くなった。 
「だからそれはね……」 
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「B 教がやってることは意味わからないし、この時期にわざわざ公立に転校さ
せられるのも私には迷惑なんです。周りがうるさいから、せめて服を自分流に
デザインし直してかわいくしたのに、それもダメだって言うんですか？」 
 ——B 教のやっていること——政教分離で公共教育の現場から宗教色が閉め
出され、法被を身にまとわないことから、子供の宗教離れが一気に進んでいっ
た。この状況に抵抗するために、B 教は公共教育に法被で通う運動を開始した。
依頼、様々な学校で法被を着た信者の子供たちが問題を起こしている。つい先
月も一人の生徒を面談し、法被を脱ぐよう説得したところだった。信者にも温
度差があり、緒方が面談した生徒の親などは、信者から強く言われたので「一
応」やってみただけだったらしく、特に大きな問題に発展することはなかった
が、全国の学校では連日のように問題が報告されている。 
 緒方が由香里の言い分について考えを巡らせているうちに、教頭が口を開い
た。 
「法被をどうしても脱ぐのが嫌なのなら、今日は帰ってください。あとでお母
さんに連絡をします」 
 由香里はまた落ち着いた声でゆっくりとうなずいた。 
「わかりました。失礼します」 
 由香里が去った面談室には重い空気が立ちこめていた。 
 
 朝の騒動に心を乱されながらも、その後の授業は普通に進んでいった。C 組
の学生のリアクションも、いつもとさほど変わることがなかった。職員室に帰
るたびに教頭の様子をうかがうが、興梠家からの連絡はまだ入っていないよう
だ。 
 午後の一つ目の授業が終わり、予定されていたロングホームルームの時間に
なった。本来はこの時間に由香里を交え、クラスに馴染めるようにアクティビ
ティを行う予定だったが、そんな計画も崩れてしまった。仕方ないのでクラス
委員会の案件でいくつか決まっていない部分をディスカッションさせようと、
クラスに向かう。 
「皆さん、今日は予定を変更して……」 
「先生、由香里はもう来ないんですか？」 
 緒方の言葉を遮ったのは、クラス委員の齋藤絵梨だった。 
「いや、今日のところは帰宅してもらっただけです」 

2020年度 言語メディア教育研究センター年報  |  96



「政教分離のせいですか？」 
 絵梨は続ける。 
「そうだね、皆さんも知っているように、あのような服は高校には着てこれな
いので」 
 絵梨の後ろで右手が挙がった。副委員長の菱沼裕也だ。 
「先生、あの服もダメなんですか？」 
 不服そうな裕也の顔を見て、緒方は少し戸惑いながら答えた。 
「あの服も、というか B 教の法被はダメでしょう」 
「でもあの模様……」 
 裕也はぐるりと周囲を見渡す。その視線を受けるように、絵梨と仲のよい常
磐さやかが手を挙げた。 
「あの服、前に由香里ちゃんがネットに載せて、結構真似して着てる子もいま
すよ。私たちのあいだでは由香里ちゃんのフォロワーだけだけど。由香里ちゃ
ん、あの服の柄をフリー素材でアップしてるから、プリントして黒い服に貼り
付けたり……」 
「この前スタバ行ったときに着てたよね」 
 クラスが急に騒がしくなる。緒方は制するように言った。 
「判断は学校が行います。皆さんもあのような服を持っているなら、着てこな
いようにしてください」 
「B 教と関係ないファッションなのに？」 
 クラスは逆に騒がしくなる。 
「B 教と無関係であっても禁止です。事情に関係なく、宗教色を匂わせるもの
を全部やめなければ、平等は得られないでしょう」 
「じゃあ先生は、いただきますで手を合わせないんですか？」 
 絵梨が睨みながら言ってくる。 
「いや、それは……」 
 口ごもっていると、別の生徒が手を挙げた。田中亮だ。 
「いや、でもあの服はダメですよね？僕、手首の数珠を禁止されたし」 
「数珠はダメだろ−」 
 数人の男子がはやし立てる。 
「でも、あれだってクリスタルでオシャレだったんだよ？街ではみんな普通に
してるのに、うちが寺だからってだけでダメにされたじゃないですか」 
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 少し興奮してきたのか、亮は立ち上がって声を上げた。 
「あの法被が OK なら、僕の数珠も OK ですよね？ダメなら、いただきますの
時に手を合わせるのも禁止してくれなきゃ納得できない。なんで僕だけダメな
んですか？」 
 クラスの中に混乱が広がる。その騒ぎに気づいてか、隣のクラスの担任が入
ってきて、二人がかりで強引にクラスを押さえた—— 
 
 
名前 人物説明 
緒方 2 年 C 組の担任 
興梠
こ お ろ き

由香里 転校生。インフルエンサー。 
斎藤絵梨 クラス委員（委員長）。由香里の幼なじみ。 
菱沼
ひ し ぬ ま

裕也 副委員長。 
常磐さやか インフルエンサーである由香里のファン。 
田中亮 寺の息子。 

 
設問 1 以下の質問に答えなさい。 
1．作品の舞台において、学校教育と宗教はどのような関係にありますか？ 
 → 
2．転校生・興梠由香里はどんな問題を抱えていますか。 
 → 
3．興梠由香里の問題は多くのクラスメイトに支持されました。その理由は何
ですか。 
 → 
4．田中亮は興梠由香里を問題視しています。その理由は何ですか。 
 → 
 
設問 2 緒方先生はこれから、①由香里、②由香里を支持する生徒、③由香里
を支持しない生徒、④学校、⑤由香里の両親、を（部分的にであっても）納得
させる必要があります。緒方先生は何を根拠として、どんな解決策を出せばい
いでしょうか。講師のレクチャーをヒントにグループで意見をまとめてくださ
い。なお、緒方先生の提案はどんなものであっても必ず通るものとします。 
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——————————————— 
 
【III. 知る作業② ジグソー法】 

 ケース読解後、参加者は「設問 2」を行うために、講師（高橋・松井・山川）
によるミニレクチャーを受講する。このレクチャーは政教分離やマイノリティ
問題に関連したものではあるが、解決方法を提示するものではなく、極めて専
門的・学術的な内容である。あえてヒントを出さないことにより、参加者自身
にフランス語圏文化に基づく解決法を捻出させることが理由だ。 
 参加者自身の気づきを促すため、本ワークショップではジグソー法を徹底し
ている。参加者を三つのグループに分け、講師である高橋・松井・山川のレク
チャーを聞いた後、そのグループを再編して新たなグループを作成する。以下
に簡易的な図を示す。 
 
レクチャー受講（三人ずつが各講師のレクチャーを聞く） 

高橋 松井 山川 
〇〇〇 ●●● ◎◎◎ 

 
グループ再編（別のレクチャーを聞いた参加者でグループを再編する） 

グループ A グループ B グループ CC 
〇●◎ 〇●◎ 〇●◎ 

 
 ジグソー法により、参加者は自分が聞いたレクチャーを他者に伝えねばなら
ない。参加者がレクチャーを自分なりに咀嚼する手順を経ることで、問題解決
への転用がスムーズにできるようになる。ブレイクアウト（1）でのレクチャ
ーの時間は 10 分、その後ブレイクアウト（2）に分かれて 10 分でグループ内
共有を行う。 
 

 
【実際のレクチャー（当日のレジュメ）】 
① 高橋レクチャー 
フランス文学（マルセル・プルースト）における政教分離のテーマである。

政教分離に反対しながらも、私的印象との結びつきで教会を愛する人間の心理
を伝える内容となっている。配付資料は以下の通りである。 
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プルーストと教会 

 

講義名：ヨーロッパ文化論 A 
担当教員：高橋 梓 
授業内容：20 世紀フランスの小説家マルセル・プルーストの作品を学ぶ 
 
1．プルーストと政教分離 
引用① プルースト、「大聖堂の死」（初出：1905 年） 

 ところで、フランス政府がローマと断絶することで、ある法案が議論に
付され、可決されそうな様子である。五年後に法案の期限が切れると、教
会はひょっとすると、いやおそらくは廃止されるであろう。〔...〕キリス
トの血と肉の犠牲が教会の中で称えられなくなったとき、教会には生命が
ないであろう。 
 

 20 世紀初頭、共和国であるフランス（第三共和政）は政治と宗教を切り離
す「政教分離政策」を施行する 

 1905 年には国家と教会が完全に分離される。 
 「いかなる信仰も認知せず、助成せず、給与扶助の対象としない」 
 知識人たちによる「政教分離」への賛否。 
 
⇒ プルーストも政教分離政策に反対の立場。 
 
2．プルーストの教会観 
 引用② ジョン・ラスキン、『アミアンの聖書』、訳者注（1904 年） 

もし私がこの本質的に恭しいラスキン的な言い回しの背後に絶えず逃げ込
んでいたら、逆に私自身が偶像崇拝を求めるに違いなく、その罪を犯して
しまうだろう。 

 
 プルーストはイギリスの美学者ジョン・ラスキンの『アミアンの聖書』を

フランス語に翻訳。 
 プルーストはラスキンの「読み解くことは傲慢だと言われかねない困難さ、
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私たちには解決することが求められていない神秘」「不敬な見物人にとっ
て、後陣はほとんど大きすぎるように見えるであろう」といった文章を注
で批判。 

 キリスト教建築を「神秘」などの言葉で十分に解釈しないラスキンは「偶
像崇拝」、つまり「無意味にありがたがる」という罪を犯している。 

 
⇒ 「フランスの至宝としてのキリスト教」といった見解は、「ありがたいも
のだからありがたがる」という堂々巡り。 
 
 引用③ ポール・グリュヌボーム＝バラン宛書簡（1905 年） 
事物は我々にとってもはや信仰の対象であることをやめ、無償の熟視の対象と
なったときにはじめて、我々は事物を美しいと思うのです。ただこれは私が四
年ものあいだ身を浸してきたラスキンとはまったく正反対の思想です。 
 
⇒ 宗教色を排し、ひたすら眺めることにより、事物の美が理解できる。自分
自身の精神による理解。 
 
3．『失われた時を求めて』における教会の描写 
 引用④ 第一篇『スワン家の方へ』（1913 年） 

叔母がフランソワーズとおしゃべりしているうちに、私は父母に連れられ
てミサに出かけるのだった。どれだけ愛したことか、そして今なお鮮明に
思い出せるだろうか、私たちの教会を！ 
 
 教会！親しげな教会。それは北門があるサン＝ティレール通りで、その
二つの隣人であるラパン氏の薬屋とロワゾー夫人の家の境となり、間隔な
く接している。コンブレーの一介の市民である教会は、もし町の通りに番
地があったら自分の番地を持っていたであろうし、郵便屋は朝の配達時、
ラパン氏の家から出てロワゾー夫人の家に入る前に教会で立ち止まったこ
とだろう。 
 

 父母との思い出の反映。 
 教会が町に溶け込み、人々の生活の中心の場となる。 
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 町の思い出に結びつく教会が親しみの感情を喚起させる。 
 
⇒ 教会＝幼少期の思い出。フランスの文化財としての重要性などに左右され
ず、「無償の熟視」によって評価がなされている。 
 
4．結論 
 プルーストは政教分離政策により、教会と人々のつながりが失われること

を危惧し、教会と周囲の人々の営みを作品に描き込んだ。 
 プルーストは教会に宗教的な神聖さを感じ取るラスキンの態度を「偶像崇

拝」と批判する。 
 プルーストにとって教会は個々の精神に基づく私的な印象・記憶を集める

場として意味を持つ。 
 
 
② 松井レクチャー 
「ライシテ」というフランス特有の政教分離の歴史的背景を紐解き、それが

現在の共和国でどのように適用されて、どのような問題を抱え、その問題をど
のように克服しているかを、日本の政教分離と比較しながら学ぶ内容となって
いる。配付資料は以下の通りである。 
 

フランスはなぜ政教分離にこだわるの？ 
——フランスの「ライシテ」をめぐる歴史—— 

 
講義名：ヨーロッパ社会論 
担当教員：松井 真之介 
授業内容：フランスの「政教分離」の歴史的背景を知り、日本の政教分離との
違いを学ぶ 
 
1. フランスも日本も「政教分離」の国 
 日本国憲法第 20 条 

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、
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宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国
及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」 

 
 フランス共和国憲法第 1 条 

「フランスは不可分で、非宗教的で、民主的で、社会的な共和国である。
フランスは、出身、人種、また宗教による区別なしに、全ての国民に法
の下の平等を保障する。フランスは全ての信条を尊重する」 

 
2. フランスの政教分離の歴史的背景 
 1789 年の大革命がキーワード 

・ 「自由・平等・友愛」がスローガン ＝ フランスの「共和主義」の理念 
・ フランスは「一にして不可分の共和国」かつ「国家」と「個人」の社会

契約関係で成り立つ国とされた。 
 

・ フランスの考える「個人」＝ いかなる属性にも関係なく、法の下に平等 
← この「属性」こそ、民族、地域、宗教などの「中間集団」 

● フランスはこの「中間集団（コミュニティ）」を嫌う 
 
 市民革命の敵は国王だけじゃない！ 

・ フランス革命は脱カトリック教会の市民革命でもあった 
・ 革命以前（旧体制下）は「国教」として、王権を支え国王と一体化して

いた教会 
・ カトリック教会は公共分野——出生（洗礼）、結婚、埋葬、戸籍、教育、

福祉、医療など——を担っていた → ● つまり教会 ＝ 宗教＋「役所＋
学校＋病院」 

● 精神世界だけでなく、世俗世界（日常世界）の支配機構でもあった。 
 
 脱王権のためには・・・ 

① カトリック教会の撲滅、追放  
＋ ② カトリック教会の無力化、脱政治化、国家管理下   の必要 

 
 王政 VS 共和政の間のカトリック教会（19 世紀） 
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・ 革命後、カトリック教会は国家管理下になったが・・・ 
・ 19 世紀フランスは王政（帝政） VS 共和政の時代 
 革命（1789）、第一共和政（1792）⇒第一帝政（1804）⇒復古王

政（1814）⇒七月王政（1830）⇒第二共和政（1848）⇒第二帝政
（1852）⇒第三共和政（1870） 

● カトリック教会は王政が復活するたびに力を盛り返した！ 
 

● 100年以上かけて、政教分離法（1905）成立 
● 政教分離の対象はもともとカトリック教会だった！ 
 

 「教育」は国家と教会の主戦場 
・ 憲法（1791）で無償公教育の創設を明文化するが、公教育は結局カト

リック教会に委ねられたまま 
・ J.フェリーの教育改革（1881-82）が転機： 初等教育の義務化・無償

化・非宗教化 
● 100年近くかけて、国家の教育分野独占が完成＝教育からのカトリック勢力排
除が完成 

ところが、この 100 年後に思いも寄らない展開に・・・ 
 
3. スカーフが国を揺るがした、通称「スカーフ事件」 
 1989 年、公立中学校で女子生徒 3 人がスカーフを着用しての入校を禁じら

れた事件 
・ スカーフはイスラームの女性の象徴とみられた 
・ スカーフ着用は、単なる校則違反？どころではなく・・・ 

 
 世論を二分する国家的問題へ 

・ 着用反対派「フランスの『ライシテ』を脅かす行為である」 「フラン
スの価値を守れ！」「学校は普遍・中立の場だ！」 

・ 着用賛成派「信教・表現の自由を奪うな！」 「彼女たちの教育の権利
を奪うな！」 

● 結局、2004年に「宗教的標章規制法」で実質禁止へ 
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4. フランスの「ライシテ laïcité」とは？ 
 「脱宗教性」と言われるフランス版政教分離 

・ 革命以来の「教会と国家の分離原則」←本来の対象はカトリック教会
だった！ 

 
 20 世紀末から「イスラーム」が対象に 

・ 2004 年に「宗教的標章規制法」で実質禁止へ 
・ 「公立学校における『特段に目立った』宗教的シンボルの着用を禁ずる」 

どうやら「目立たなければ」見逃すようだ・・・ 
 

・ 1989 年以来ずっと議論されてきたが、2001 年のアメリカ同時多発テロ
事件から議論が本格化 

・ 十字架、キッパ（ユダヤ教）、ターバン（シーク教）も等しく禁止 
 
5. 「政教分離」の何を重視するか？日仏比較 
 日本の政教分離 

・ 「政治（公的権力）は宗教に口を出さない」重視 
・ この問題には「『政教分離だから』、公立学校は個人の信教の自由に

口を挟んではいけない」という図式が成り立つ 
 
 フランスの政教分離＝ 「ライシテ laïcité」原則 

・ 「宗教は政治（公的生活）に口を出さない」重視 
・ 「『政教分離だから』、個人は公立学校で等しく（平等に）宗教を出し

てはいけない」という図式を採用した 
 
● 自由を盾に、人によって権利行使のムラが出るのを見逃すか、平等を盾に、

みんな少し我慢するけど権利行使にムラを出さないか 
ただ、目立たない範囲ですり抜けが可能・・・？ 

 
 
③ 山川レクチャー 
フランスにおける公用語、地域言語、個人の言語と国家との関係をレクチャ
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ーのキーワードである「ライシテ」と結びつけて考えることでワークショップ
参加者に「言語の多様性」という新たな視点を授けるよう試みた。配布資料は
以下の通りである。 
 

国家の公用語とマイノリティが用いる言語の関係性 

 

講義名：フランス語圏社会言語学 
担当教員：山川 清太郎 
授業内容：フランスの言語事情を掘り下げる 
 

1. ライシテとは  

 フランス共和国における「政教分離」のこと。 

 政教分離=政治(国家)と宗教(教会)を分離すること。 

 今回のケースでは「フランス公教育における政教分離」がポイント。 

例)：公立学校にはロザリオ持参禁止。(キリスト教・カトリック) • 公立
学校ではスカーフ着用を禁止に。(イスラム教)  

2. 今回のケースでは  

 政治(国家)...学校教職員  

 宗教(教会)...一部生徒(とりわけ興梠由香里、斎藤絵梨、常磐さやか)  

政教分離=教職員は一部生徒の要求(宗教服装)を排除したい それぞれの立
場で「「言語 <公用語と非公用語> 」という枠組みで考えてみる。  

3. 政治・国家側  

 政治・国家側:学校教職員 →フランス共和国における公用語を統一(実際の
状況)  

 フランス共和国憲法第 2 条 « La langue de la République est le français. » 共
和国の言語はフランス語である。  

→ よって、フランスの公用語はフランス語  
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4. 宗教・教会側  

 宗教・教会側:一部生徒←マイノリティ  

→フランス共和国における複数の公用語容認を所望  

フランスにはさまざまな言語を話す人がいる。 

 地域言語... ブルトン語、アルザス語、コルシカ語  

 アフリカの少数言語←旧植⺠地からの移⺠  

 アラビア語←マグレブ(モロッコ、アルジェリア、チュニジア)からの移⺠ 

など...  

 

 彼らにとってフランス語とは、公用語であり、学校教育がフランス語で
実施されるため、フランス語が必要不可欠。  

 彼らのアイデンティティを表す「自らの言語」は政治・国家側から排除さ
れて いる。  

→ 彼らはアイデンティティを示すため、自らの言語を「活用」  

• 地域で積極的に自らの言語を取り入れる(看板など)  

• コミュニティでのフランス語に自らの言語を織り交ぜる(語彙、文法)  

5. まとめ  

フランス語以外の言語を話す人たちは 

 公用語であるフランス語を用いて生きていく社会に身を置く。 

 限定的用途(コミュニティなど)で自らの言語を取り入れることでアイ
デンティティを保つ。  

 
 
【IV. 作る作業】 
 ジグソー法によるグループ内共有の終了後、ワークシートを使用し、20 分
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でプレゼン内容をまとめる。講師が各グループのファシリテーターを務め、メ
ンバーがワークシートを画面共有し、全体の意見を記入する。これを使用する
ことにより、レクチャーのポイントに関連づけ、各ステイクホルダーを納得さ
せる方法を効率よく議論することができる。この作業の終了後、メインルーム
へと戻り、各チーム 3 分でプレゼンを実施し、質疑応答を行う。 
 

 
ワークシート グループ共有 

 
【V. 総括、リフレクション】 
 講師（今回は代表の高橋）が本ワークショップと SDGsとの繋がりに言及し、
Google フォームでのリフレクションを依頼する。 
 
3．成果と課題 
 本ワークショップでは、登場人物をステイクホルダーに見立て、全員の納得
を得ることを目指すことを参加者に課した。ワークシートから、各レクチャー
に基づく意見の例を転記する。 
 
【高橋レクチャー（文学）】 
由香里の服装は「ファッション性」、宗教は信じていないが親しみ→信者とし
ての象徴にはならない。→「政教分離になっている」と説得。 
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【松井レクチャー（社会学）】 
目立たなければ OK。宗教色を表面に出さず、お互いの文化を尊重する。①〜
③、⑤は OK。 
 
【山川レクチャー（言語学）】 
教室はダメ、登下校はダメ 
課外活動は OK、休み時間は OK など 
裏地は OK とか 

 
 以上の解答は、参加者が宗教色の禁止をいかにして許容するかという方向で
一致している。すなわち参加者の思考は、一律の禁止による平等性ではなく、
すべてのステイクホルダーが肯定感を得られるような意見を目指しているので
ある。レクチャーの影響を受け、ステイクホルダー全体の納得を考えることが
可能となったという意味で、本ワークショップは ICP カンファレンス 2018 の
時点から漸進したと言える。 
 しかし同時に問題にせねばならないのがリフレクションの回答の傾向である。 
 
（リフレクション①） 
人文学を学ぶことの意義を再認識できる内容であるとともに、学生が現代的な
課題について主体的に考えることのできる面白い授業であったと感じた。 
 
（リフレクション②） 
途中で退出する予定でしたが、ぐいぐい引き込まれてつい最後まで残ってしま
いました。刺激的な 90分をありがとうございました。特に最初の松井先生の社
会学の講義は 10分間であれだけの情報を詰め込まれながらも色々と考えさせら
れ、うれしい驚きでした。日仏の政教分離の意味の違いには唸りました。ちゃ
んと勉強してみたいです。 
 
（リフレクション③） 
経験則ではなく、短いレクチャーの中から解決策を目指すという方法が魅力的
でした。（私は高橋先生の文学のレクチャーをお聞きしましたが、非常に面白
かったです）また、異なるレクチャーをブレイクグループの参加者が聞き、他
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の人に伝えるというやり方も、個人を尊重しつつ個人に責任を与える活動だと
感じ、興味深かったです。少し ABD(アクティブブックダイアローグ）と似て
いるので、ブレイク中の共有ワークシートは各自が短い時間で書き込んでから
他の人に伝えるというのもありかと思いました。 
今回のような学際的、越境的授業が先生方と協働で作れたら…と夢が広がりま
した。ありがとうございました。 
  
 
 以上はすべてワークショップにおける教授法の革新性（物珍しさ）に向けら
れており、自身の周囲の社会状況や、実生活における改善点などへの言及がな
い。いわば参加者たちの現実世界における SDGs との結びつきや意識改善とは
切り離されているのである。その意味で本ワークショップはこれのみで完結し
てしまっており、実生活の課題を見つめる考察へと発展していないと言わざる
を得ず、SDGs 教育プログラムとして根本的な問題を有している。 
 改善方法として、リフレクションを利用し、「ワークショップを経た後、実
生活の中で気づいたこと」などに思考を展開させることが挙げられる。加えて
政教分離という特殊なケースだけではなく、今後日本で発生が予想される移民
問題など、未来のことでありながらもより身近に差し迫る問題に取材したケー
スを使用することが有効ではないだろうか。今後の ICP カンファレンスにおい
てはその改善案を試行する予定である。 
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